
足
利
時
代
の
後
期
に
は
、
既
に
法
華
信
仰
が
一
般
に
盛
ん
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
日
蓮
教
団
の
発
展
興
隆
時

代
に
相
当
し
て
い
る
。
丁
度
そ
の
頃
山
崎
宗
鑑
・
荒
木
田
守
武
・
松
永
貞
徳
等
に
よ
っ
て
、
「
俳
譜
」
が
世
に
弘
ま
っ
て
来
た
。
こ
の
初

期
の
俳
譜
は
、
連
歌
と
の
関
述
に
よ
っ
て
発
生
し
て
来
た
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
西
山
宗
因
・
上
島
鬼
貰
等
を
経
て
、
内
容
形
式
共
に

熟
し
、
更
に
松
尾
芭
蕉
に
よ
っ
て
、
大
き
く
文
学
と
し
て
大
成
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

俳
譜
が
流
行
し
初
め
た
頃
の
日
蓮
教
団
は
、
大
い
に
教
線
を
拡
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
の
反
面
に
は
、
迫
害
多
難
の
変
動
時
代

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
戦
国
時
代
に
於
け
る
天
文
・
安
土
・
慶
長
の
各
法
難
が
続
き
、
更
に
徳
川
時
代
に
於
け
る
不
受
不
施
問

題
等
の
社
会
的
に
も
大
き
な
事
件
が
、
相
い
つ
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
柄
に
よ
り
教
団
が
対
外
的
に
も
注
目
さ
れ
て
い
る
頃
、
俳

壇
の
方
は
芭
蕉
に
よ
っ
て
各
流
派
が
統
一
さ
れ
て
行
っ
た
。

芭
蕉
及
び
そ
の
一
門
の
俳
諸
は
、
仏
教
に
深
い
感
心
を
示
し
、
特
に
、
日
蓮
聖
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
著
述
に
も
目
を
通
し
て
お
り
、

数
多
く
の
俳
句
作
品
も
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
此
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
棲
神
」
三
十
八
号
で
詳
述
し
て
あ
る
の
で
、
こ
上
で
は
省
略

す
る
が
、
焦
門
の
各
作
家
の
中
に
は
、
法
華
経
及
び
そ
の
信
仰
を
扱
っ
た
作
品
も
多
数
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
か
で
も
蕪
門
の
十
哲
と

俳
譜
文
学
と
法
華
信
仰

ー

上
田
本
昌
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称
さ
れ
る
中
の
一
人
で
あ
る
各
務
支
考
は
、
そ
の
俳
諭
の
主
軸
を
仏
典
、
特
に
法
華
経
に
求
め
、
極
め
て
興
味
深
い
説
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の

①

支
考
の
俳
論
に
つ
い
て
は
、
他
誌
の
中
で
、
少
し
く
ふ
れ
て
お
い
た
の
で
、
こ
＆
で
は
彼
以
外
の
俳
詳
作
品
の
中
か
ら
、
い
く
つ
か
を
選

ん
で
見
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
庶
民
に
親
し
ま
れ
た
俳
譜
を
通
し
て
、
法
華
信
仰
の
流
れ
の
一
端
を
窺
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
句
が
み
ら
れ
る
。

あ
り
が
た
き
声
や
南
無
妙
郭
公
喜
之

雨
風
や
御
難
妙
法
日
蓮
華
尊
為

一
句
目
の
叙
法
は
よ
く
「
鴬
」
の
と
き
に
用
い
ら
れ
る
型
の
も
の
で
あ
り
、
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
「
郭
公
」
を
も
っ
て

来
た
処
に
特
異
さ
が
窺
え
る
。
「
あ
り
が
た
き
蔵
や
」
と
云
っ
た
場
合
、
句
柄
か
ら
み
て
当
然
そ
の
下
句
に
は
「
鴬
」
を
配
す
る
の
が
普

通
の
叙
し
方
と
し
て
考
え
ら
れ
て
く
る
の
だ
が
、
「
南
無
妙
郭
公
」
と
し
た
点
に
、
か
え
っ
て
当
時
の
月
並
調
を
破
っ
た
作
者
の
新
面
目

が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
尚
、
「
郭
公
」
と
云
う
の
は
現
在
で
は
勿
論
「
閑
古
鳥
」
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
此
の

当
時
に
あ
っ
て
は
郭
公
と
云
う
と
「
時
烏
」
の
こ
と
を
さ
し
て
い
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
高
浜
虚
子
編
の
『
季
寄
せ
』
に
よ
る
と
、
「
春

②

の
鴬
、
夏
の
時
烏
、
古
来
、
詩
歌
の
寵
を
集
め
て
い
る
。
時
烏
の
声
に
ば
超
俗
、
非
常
の
気
塊
が
あ
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
此

の
句
が
郭
公
即
ち
時
鳥
を
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
首
肯
で
き
よ
う
。

二
句
目
は
や
典
叙
法
に
難
点
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
立
正
安
国
実
現
の
た
め
一
途
に
妙
法
を
弘
め
て
数
々
の
迫
害
に
あ
わ
れ
た
日
蓮

先
ず
明
暦
二
年
に
貞
室
に
よ
っ
て
補
訂
さ
れ
た
『
玉
海
集
』
に
よ
る
と
、
「
法
華
宗
の
宿
に
て
」
と
云
う
前
書
が
あ
っ
て
、
そ
の
下
に

二
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想
と
も
云
え
よ
う
、

聖
人
の
忍
難
弘
教
に
よ
っ
て
貰
れ
た
生
涯
を
叙
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
雨
風
や
」
と
云
う
上
五
と
、
「
御
難
妙
法
日
蓮
華
」
と
云
う
中
七

・
下
五
と
の
関
連
も
敢
て
お
か
し
く
は
な
い
が
、
一
句
の
中
に
妙
法
・
日
蓮
・
迩
華
と
あ
っ
て
や
Ｌ
意
識
過
剰
の
感
が
し
な
い
で
も
な

い
。
こ
れ
は
作
者
が
「
秋
田
野
代
常
福
院
尊
為
」
と
な
っ
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
わ
か
る
如
く
、
僧
職
に
あ
っ
た
人
の
作
だ
か
ら
で
あ

ろ
う
。
尊
為
に
つ
い
て
は
、
更
に
深
い
究
明
が
必
要
と
な
る
《
）

ま
た
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
鷹
筑
波
』
の
巻
第
一
に
本
勝
寺
日
能
、
第
四
巻
に
妙
党
寺
知
足
、
等
の
巡
句
が
見
え
て
お
り
、
こ
れ
か
ら

推
す
と
こ
の
頃
の
一
特
色
と
し
て
、
俳
譜
を
学
ぶ
僧
が
多
く
輩
出
し
、
法
華
経
を
も
含
め
て
、
仏
教
的
な
句
を
好
ん
で
詠
む
者
が
、
次
第

、
、
、
、
、
、
、
ｂ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
そ
の
数
を
増
し
て
行
っ
た
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
尚
、
こ
の
時
代
に
は
、
す
で
に
法
華
信
仰
が
た
だ
ち
に
日
蓮
信
仰
を
意
味
す
る
も
の

と
し
て
、
考
え
ら
れ
て
来
て
い
た
こ
と
が
、
先
さ
の
俳
句
か
ら
も
受
け
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
『
玉
海
災
一
の
中
に
は
、
こ
れ
ら
の

句
に
続
い
て
、
「
武
州
池
か
み
に
て
」
と
云
う
前
諜
の
も
と
に
、

○
○
○

池
か
み
に
か
く
や
妙
法
述
華
繁
摂
州
当
黒

池
に
波
の
文
字
を
か
く
や
れ
ん
げ
雑
南
都
坂
氏

○
Ｏ

と
云
う
句
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
聖
人
入
滅
の
聖
地
池
上
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
池
か
み
（
紙
）
に
掛
詞
を
用
い
、
蓮
華

Ｏ筆
の
縁
語
を
使
い
、
池
に
遮
華
の
対
語
を
配
し
て
お
り
、
た
く
み
に
一
句
を
ま
と
め
て
い
る
。
二
句
目
は
「
波
の
文
字
」
に
作
者
の
ね
ら

い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
や
＄
技
巧
的
な
感
じ
が
強
く
な
り
始
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
蓮
華
の
蕾
が
筆
型
を
し
て
い
る
処
か
ら
の
蒲

い
へ
る
心
を
」
と
前
詩
し
て
、

次
に
尾
張
の
山
本
荷
今
撰
に
よ
る
『
春
の
日
』
（
貞
享
三
年
板
）
に
よ
る
と
、
そ
の
夏
の
部
に
、
「
騨
嚥
品
の
三
界
無
安
猶
如
火
宅
と
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う
て
な

六
月
の
汗
ぬ
ぐ
ひ
居
る
台
か
な
越
人

と
云
う
発
句
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
書
か
ら
考
え
て
六
月
（
旧
暦
）
即
ち
真
夏
の
暑
さ
を
、
三
界
火
宅
の
轡
嚥
に
よ
せ
て
詠
っ
た
も
の

で
あ
り
、
直
接
経
典
に
依
処
を
求
め
て
、
い
か
に
も
江
戸
時
代
の
俳
味
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
趣
が
あ
る
。
此
の
句
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

法
華
経
各
品
の
心
を
汲
ん
で
詠
っ
た
句
は
、
当
時
の
代
表
的
な
俳
書
の
中
に
於
て
随
所
に
散
見
し
て
い
る
。
例
え
ば
そ
の
主
な
も
の
を
少

し
く
拾
っ
て
み
る
と
、
元
禄
二
年
に
同
じ
く
荷
今
が
撰
を
し
た
『
砿
野
』
集
の
巻
八
「
釈
教
の
部
」
に
、
方
便
品
の
十
如
是
を
、

お
も
ふ
事
な
が
れ
て
通
る
し
み
ず
哉
荷
今

と
あ
り
、
ま
た
「
即
身
成
仏
」
と
題
し
て
、

夏
陰
の
提
渡
は
ほ
ん
の
仏
故
恩
続

の
句
も
み
ら
れ
る
。
「
お
も
ふ
事
」
の
句
に
は
思
想
が
流
れ
て
お
り
、
深
み
も
あ
る
。
「
夏
陰
」
の
句
に
は
職
い
ユ
ー
モ
ア
か
あ
っ
て
、

そ
れ
入
、
に
題
の
特
徴
を
生
か
し
て
い
る
。
更
に
又
同
部
に
は
薬
王
品
七
句
と
題
し
て
、
次
の
如
く
七
偶
に
一
句
づ
つ
を
施
し
「
七
偶
七

句
」
と
し
て
い
る
。

如
二
寒

ま
っ
白
に

如
二
裸

雪
の
日
や

如
二
商

双
六
の
あ

者
得
一
し
火

む
め
の
咲
た
つ
み
な
み
哉

者
得
一
レ
衣

酒
樽
拾
ふ
あ
ま
の
家

人
得
一
し
主

ひ
て
よ
び
こ
む
つ
い
り
縦

胡
及
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如
二
子
得
一
レ
母

竹
た
て
＆
お
け
ば
取
っ
く
さ
奥
げ
か
な

如
二
渡
得
一
レ
船

月
の
比
隣
の
榎
木
き
り
に
け
り

如
二
病
得
一
レ
医

か
は
く
と
き
消
水
見
付
る
山
辺
岐

如
二
暗
得
一
し
灯

③

秋
の
夜
や
お
び
ゆ
る
と
き
に
起
さ
る
る

こ
れ
ら
は
何
れ
も
作
者
が
、
薬
王
品
を
通
し
て
各
経
文
か
ら
感
じ
た
と
こ
ろ
を
句
と
し
て
表
し
た
の
で
あ
り
、
経
文
の
心
及
び
そ
れ
に
よ

っ
て
発
想
さ
れ
た
事
柄
を
、
自
由
に
詠
ん
だ
も
の
と
云
え
る
。
右
の
経
文
は
「
此
経
能
大
饒
二
益
一
切
衆
生
一
充
二
満
其
願
一
」
と
云
う
文
の

下
に
続
き
、
そ
の
響
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
病
に
医
を
得
た
る
が
如
く
」
と
云
う
轡
の
経
文
に
対
し
て
「
か
は

く
〔
渇
）
と
き
清
水
見
付
る
山
辺
哉
」
と
受
け
て
を
り
、
よ
く
文
意
を
得
た
も
の
で
あ
っ
て
、
更
に
こ
の
句
は
次
の
経
文
「
此
法
華
経
亦

復
如
し
是
。
能
令
下
衆
生
難
一
二
切
苦
一
切
病
痛
一
能
解
中
一
切
生
死
之
縛
上
。
」
に
も
係
り
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

即
ち
、
渇
し
て
水
を
求
む
る
と
き
、
泉
を
見
つ
け
た
よ
う
に
、
法
華
経
の
教
を
信
仰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
の
苦
・
病
・
緋
か
ら
解

か
れ
よ
う
と
す
る
意
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
畷
野
』
集
の
員
外
（
別
冊
）
に
は
、

つ
く
ｊ
、
と
錦
着
る
身
の
う
と
ま
し
く

冬
文

暁
ふ
か
く
提
婆
品
よ
む
荷
今

（60）



と
云
う
連
句
が
あ
る
。
こ
れ
は
舟
泉
の
「
美
し
き
鯲
う
き
け
り
春
の
水
」
で
始
り
、
荷
今
の
「
そ
ら
面
白
さ
山
口
の
家
」
て
終
る
三
十
六

連
の
中
の
一
節
で
あ
る
が
、
錦
を
ま
と
う
よ
う
な
身
分
に
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
身
の
上
が
う
と
ま
し
く
感
じ
ら
れ
る
と
云
う
に
対
し
、

早
暁
よ
り
悪
人
・
女
人
の
成
仏
を
説
く
提
婆
品
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
い
を
求
め
よ
う
と
す
る
心
持
を
添
え
て
い
る
。
何
か
し
ら
当

時
の
上
流
社
会
に
於
け
る
影
の
一
面
を
窺
う
こ
と
の
出
来
そ
う
な
感
じ
の
す
る
作
と
云
え
る
。

④

次
に
元
禄
三
年
の
宝
井
其
角
撰
に
よ
る
『
い
つ
を
昔
』
に
よ
る
と
、
こ
の
書
は
一
名
『
俳
番
匠
』
と
も
云
わ
れ
、
紙
数
の
僅
少
な
割
に
内

容
が
充
実
し
て
お
り
、
其
角
の
著
書
と
し
て
は
特
色
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
舎
利
識
拝
み
侍
り
し
に
、
十
如
是
の
心
を

お
も
ひ
よ
せ
て
、
こ
の
心
に
叶
べ
き
を
拾
ひ
出
侍
る
。
」
と
帥
苔
し
て
、
方
便
品
に
つ
い
て
そ
れ
入
、
次
の
よ
う
な
十
句
が
救
っ
て
い
る
。

相
稲
妻
や
思
ふ
も
い
ふ
も
ま
ぎ
る
る
も

其
角

性
朝
桜
つ
と
め
い
と
て
も
仏
哉
由
之

体
鬼
灯
の
か
ら
を
み
つ
Ｌ
や
岬
の
か
ら
其
角

力
す
べ
ら
ず
に
筏
さ
す
見
ょ
雪
の
水
全

作
秋
の
田
や
は
か
り
尽
し
て
牌
二
俵
尚
白

因
弓
に
な
る
義
は
別
の
そ
だ
ち
哉
去
来

や
ま
ぶ
し

縁
山
臥
の
鳩
ふ
く
方
に
入
り
に
け
り
粛
山

果
二
子
山
二
子
ひ
ろ
は
ん
栗
の
か
ら
其
角

報
去
年
の
箆
に
朝
顔
か
Ｌ
る
か
き
ね
哉
素
堂

本
末
究
寛
等
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う
た
Ｌ
ね
に
は
か
な
き
炭
の
く
ず
れ
哉
戦
竹

従
来
、
十
如
延
の
中
の
何
れ
か
一
つ
を
と
っ
て
そ
の
心
を
句
に
し
た
例
は
、
数
多
く
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
十

如
是
を
一
つ
ノ
、
全
体
に
渡
っ
て
、
完
全
な
型
に
揃
え
て
詠
い
集
め
て
あ
る
の
は
珍
ら
し
い
。
例
え
ば
天
明
時
代
の
作
家
と
し
て
知
ら
れ

⑤

て
い
る
栗
本
青
瀧
は
、
そ
の
発
句
集
の
中
で
、
「
如
是
相
」
と
題
し
、

う
き
寝
す
な
り
ひ
と
つ
湊
の
雁
と
船
青
瀧

と
あ
る
が
『
俳
番
匠
』
の
よ
う
な
型
で
は
な
く
、
散
発
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
其
角
・
去
来
・
素
堂
等
六
名
の
作
を
集
め
て
、
「
十
如
是

十
句
」
一
連
の
句
と
し
て
ま
と
め
て
あ
る
処
に
、
此
の
課
の
特
色
が
あ
る
。
ま
た
「
舎
利
識
」
と
云
の
は
、
仏
舎
利
の
供
養
会
を
い
う
の

で
あ
っ
て
、
慈
覚
大
師
が
仏
舎
利
を
支
那
よ
り
斉
来
し
、
貞
観
二
年
（
八
六
○
）
か
ら
比
叡
山
で
始
め
ら
れ
た
と
云
う
仏
舎
利
報
恩
誌
の

十
句
」
一
連
（

で
あ
っ
て
、
礎我

こ
と
で
あ
る
。

同
識
の
心
を
心
の
月
を
あ
ら
は
し
て
鷲
の
御
山
の
跡
を
尋
ん

新
〃
や
い
つ
を
昔
の
男
山
其
角

と
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
其
角
は
叡
山
の
舎
利
識
を
よ
く
知
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
し
、
同
時
に
法
華
信
仰
に
も
少
な
か
ら
ず
心
を

用
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
兎
も
角
こ
う
し
た
十
如
是
十
句
の
収
録
は
、
趣
が
深
く
内
容
的
に
も
十
如
実
相
を
心
と
し
て
こ
れ

に
叶
っ
た
も
の
で
あ
り
、
充
実
し
た
も
の
と
云
え
よ
う
。
因
み
に
此
の
集
の
題
名
「
い
つ
を
昔
」
は
、
此
の
句
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

同
じ
く
其
角
の
撰
に
よ
る
元
禄
三
年
版
の
『
華
摘
』
集
に
は
、
彼
が
母
の
死
を
弔
う
意
味
か
ら
一
夏
百
日
の
結
縁
を
思
い
立
ち
、
此
の

集
の
筆
を
起
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
日
記
の
型
で
、
有
縁
の
者
の
句
を
収
め
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
、
下
巻
六
月
十
日
の
項
で
は

「
法
華
本
門
の
心
を
」
と
題
し
て
、
非
人
三
蔵
と
称
す
る
人
の
、
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其
角
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
熊
門
第
一
の
俳
豪
と
し
て
、
門
流
の
内
外
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
人
だ
け
に
、
俳
句
は
勿
論
、
俳
文
の
上

⑥

に
も
他
に
は
味
わ
え
な
い
妙
味
を
持
っ
て
い
た
。
彼
の
俳
文
を
集
め
た
『
類
柑
子
』
の
一
節
に
よ
る
と
、
「
こ
Ｌ
に
国
の
数
六
十
六
部
の

法
華
経
納
め
た
る
僧
あ
り
、
名
あ
る
野
山
の
末
に
心
の
露
か
け
て
、
悌
を
忘
れ
ず
。
」
と
あ
る
。

当
時
は
法
華
経
の
書
写
が
一
般
に
盛
ん
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
日
本
六
十
六
ヶ
国
に
な
ぞ
ら
え
て
、
こ
れ
の
替
写
行
が
お
こ
な
わ
れ
、
名
の

あ
る
大
山
寺
院
に
法
華
納
経
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
現
在
各
地
の
名
刹
に
、
祈
願
文
を
附
し
た
納
維
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ

、
、
、
、

か
る
・
ま
た
「
鶏
鳴
ふ
か
艸
山
に
墨
染
の
寺
、
元
政
な
ど
間
ふ
る
ひ
じ
り
住
け
ん
跡
忍
ば
れ
た
り
。
」
と
云
う
一
文
か
ら
す
る
と
、
深
草

の
元
政
上
を
想
っ
て
そ
の
跡
を
忍
び
、
笠
に
杖
を
引
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。
師
の
芭
蕪
程
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
旅
は
や

雨
露
は
有
漏
の
恵
ぞ
も
と
の
花
の
雨
非
人

と
云
う
句
が
あ
る
。
其
角
の
母
の
追
善
の
た
め
に
と
云
っ
て
、
此
の
句
を
送
っ
て
寄
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
有
漏
と
は
無
漏
に
対
す

る
語
で
、
煩
悩
と
倶
生
倶
滅
し
て
、
互
い
に
増
益
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
世
俗
に
於
け
る
雨
露
及
び
花
の
雨
を
「
有
漏
」
と
掛
け

合
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
法
華
本
門
で
は
開
近
顕
遠
・
久
遠
実
成
が
最
も
重
要
な
法
門
と
さ
れ
て
い
る
が
、
此
の
法
門
の
展
開
に
よ
っ
て

更
に
、
近
即
遠
と
開
会
し
、
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
混
梁
と
云
う
立
場
を
と
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
有
漏
即
無
漏
」
と
開
会
さ
れ
て
、
愛

に
本
門
の
開
顕
が
な
さ
れ
る
と
云
え
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
法
門
上
の
解
釈
と
は
ほ
か
に
、
雨
露
は
花
を
散
ら
す
作
用
を
持
つ
と
同
時

ｏ
Ｏ
Ｏ

に
、
花
を
恵
み
育
て
る
源
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
か
ら
「
も
と
の
花
の
雨
」
と
し
、
非
人
は
こ
の
「
も
と
の
」
に
意
味
を
含
ま
せ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
咲
か
す
の
も
又
散
ら
す
の
も
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
同
じ
「
雨
露
」
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
は
人
間
の
上
で
も
同

０
０
○

じ
こ
，
嗜
〃
一
が
云
え
る
。
こ
の
浮
世
に
生
れ
て
来
る
の
も
又
死
ぬ
る
の
も
共
に
も
と
の
「
有
堀
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
な
の
で
あ

↓
つ
』
フ
◎
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は
り
「
所
望
な
ら
ば
何
方
へ
な
り
と
も
御
供
申
候
は
ん
・
」
と
云
う
心
持
で
あ
っ
た
。
尚
、
写
経
に
因
み
、
其
角
の
筆
蹴
が
話
題
と
さ
れ

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
縦
横
跣
宕
に
し
て
、
覇
気
筆
に
溢
る
。
」
と
評
さ
れ
て
い
る
如
く
、
一
門
の
中
で
の
達
筆
と
云
れ
て
い
る
。

⑦

彼
は
初
め
佐
玄
龍
に
従
い
、
中
頃
に
米
元
章
を
学
び
、
後
ち
に
日
蓮
聖
人
の
筆
を
摸
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
上
で
興
味
深
い
の
は

其
角
が
日
蓮
聖
人
の
韮
賦
に
擬
し
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
師
の
芭
蕉
が
聖
人
の
御
譜
に
よ
く
目
を
通
し
て
お
り
、
常

③

に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
門
弟
の
彼
が
聖
人
の
筆
餓
に
目
を
ふ
れ
、
こ
れ
を
摸
し
そ
の
錐
勢
に
ひ
か
れ
て
学
ん

だ
と
し
て
も
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
然
し
、
そ
の
真
跡
は
現
在
に
伝
る
も
の
は
、
極
め
て
稀
れ
で
あ
る
と
云
わ
れ

次
に
天
明
七
年
の
『
井
華
集
』
を
見
る
と
、
高
井
几
董
が
磐
嶮
品
を
読
み
、
「
我
等
亦
仏
子
」
と
前
書
し
て
、

轡
職
品
の
虫
殺
さ
じ
と
払
け
り

几
董

脳
物
の
い
く
代
め
で
た
し
虫
払
同

と
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
轡
嚥
品
の
「
三
界
火
宅
」
の
轡
に
、
さ
ま
入
＼
な
虫
類
が
出
て
く
る
が
、
わ
れ
等
も
又
「
仏
子
」
な
る
が
故

に
、
こ
れ
ら
を
殺
さ
ず
払
う
と
云
う
の
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
は
彼
が
古
書
を
曝
し
て
虫
干
し
の
折
り
に
、
法
華
経
等
の
仏
典
に
ふ
れ
、
此

の
句
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
彼
は
仏
教
に
対
し
て
詳
し
い
知
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
品
位
の
あ

る
仏
教
関
係
の
句
が
多
く
見
ら
れ
る
点
か
ら
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

剃
捨
し
髪
や
凉
し
き
蓮
の
糸
几
董

上
京
や
月
夜
し
ぐ
る
る
御
妙
誰
同

等
の
よ
う
に
、
整
っ
た
観
賞
的
な
作
風
で
あ
り
、
一
句
を
得
る
に
熟
慮
工
夫
を
積
み
重
ね
た
跡
が
感
ぜ
ら
る
も
の
が
多
い
。
几
董
は
蕪
村

て
い
る
。
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の
高
弟
で
あ
っ
て
、
蕪
村
の
没
後
帥
の
跡
を
継
い
で
同
派
の
俳
諾
を
リ
ー
ド
し
天
明
俳
埴
に
名
を
商
か
ら
し
め
た
の
で
あ
る
か
、
帥
の
没

後
、
伽
か
六
年
で
彼
も
又
師
の
後
を
追
っ
て
世
を
去
っ
て
い
る
。

蕪
村
の
当
時
、
俳
諾
を
生
活
の
依
所
と
考
え
ず
に
、
別
に
一
定
の
職
業
を
持
っ
て
い
る
者
が
、
慰
安
的
に
趣
味
と
し
て
俳
譜
に
携
は
る

傾
向
を
見
せ
て
来
て
い
た
。
こ
の
種
の
俳
人
を
「
遊
俳
」
と
呼
び
、
俳
諸
一
と
筋
に
生
き
て
米
た
人
々
と
は
別
視
さ
れ
出
し
た
よ
う
で
あ

る
。
然
し
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
こ
の
遊
俳
の
屑
が
厚
く
な
り
、
む
し
ろ
俳
諸
専
門
の
俳
人
は
薄
れ
て
行
き
、
庶
民
の
遊
俳
が
勢
力
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
遊
俳
で
一
家
を
な
し
た
の
が
、
大
阪
の
大
伴
大
江
丸
で
あ
る
。
彼
は
大
阪
町
人
と
し
て
自

身
の
業
務
を
離
れ
ず
、
し
か
も
俳
諸
に
は
大
き
な
熱
意
を
持
っ
て
い
た
。
当
時
は
前
代
か
ら
の
影
響
も
あ
っ
て
、
俳
人
は
多
く
赤
貧
に
甘

ん
じ
て
、
自
ら
世
を
遁
れ
る
風
潮
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
彼
は
そ
う
し
た
中
で
あ
り
な
が
ら
あ
く
ま
で
自
己
の
本
務
を
忘
れ
な
か
っ
た
点
に

注
目
さ
れ
る
。
彼
の
『
俳
熾
悔
』
（
寛
政
二
年
板
）
に
よ
る
と
、
芭
蕉
の
門
人
野
波
が
浪
花
に
建
立
し
た
「
は
せ
を
塚
」
の
こ
と
に
つ
い

注
目
さ
れ
る
。
彼
の
三
俳
熾
い

て
、
次
の
如
く
ふ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
此
の
文
か
ら
す
る
と
、
「
芭
蕉
塚
」
を
移
転
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
毎
年
こ
の
塚
の
近
く
に
集
っ
て
「
会
式
俳
譜
」
な
る
も
の
が

③

お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
芭
蕪
と
日
蓮
聖
人
と
の
関
係
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
蕪
翁
没
後
も
そ
の
塚
で
門
人
及
び
関
係

者
等
に
よ
り
会
式
俳
諸
が
開
か
れ
た
と
云
う
こ
と
は
、
や
は
り
日
蓮
聖
人
に
対
し
て
芭
蕉
が
い
か
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か
が
わ
か

Ａ
②
◆
』
ｑ
、
０
９
／
ｕ
Ａ
写
幽
可
－
１
ｆ
’
八
Ｔ
夢
‐
↑
８
１
〃
Ｌ
ｆ
ｒ
卜⑨

し
、
年
々
会
式
俳
譜
あ
り
。
」

従
っ
て
此
の
文
か
ら
す
る
と
、
「

お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

る
の
で
あ
る
。
右
の
文
の
次
ぎ
に
、

「
大
阪
の
は
せ
を
塚
は
天
王
寺
毘
沙
門
坂
の
下
薬
師
院
と
い
へ
る
に
有
。
即
門
人
野
岐
更
の
造
立
に
て
、
表
の
文
字
は
堂
上
か
た
の
御

罐
、
う
ら
の
銘
文
は
筑
前
の
医
香
Ⅲ
な
に
が
し
の
作
る
処
也
。
（
乃
至
）
そ
の
腿
ち
加
州
の
三
四
坊
二
柳
、
こ
の
塚
を
寺
の
前
に
う
つ
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御
命
瀧
や
あ
さ
日
を
拝
む
御
上
人
大
江
丸

お
め
い
こ
や
女
中
の
法
・
華
け
ふ
ば
か
り
剣

等
の
句
が
見
ら
れ
る
。
芭
離
は
近
江
の
義
仲
寺
に
搾
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
、
そ
の
病
没
終
焉
の
地
た
る
大
阪
に
、
記
念
と
し
て
芭
燕
塚
が

造
ら
れ
、
現
在
で
も
御
堂
前
に
適
さ
れ
て
い
る
。
思
う
に
芭
無
は
元
献
七
年
十
月
十
二
日
に
病
没
し
て
い
る
の
で
、
た
ま
ノ
、
そ
の
命
日

が
御
命
識
と
Ｈ
を
前
後
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
芭
雌
瞳
と
御
命
識
か
俳
人
間
で
は
一
つ
行
小
の
如
く
に
関
連
し
て
催
さ
れ
、
会
式
俳
詰

は
即
ち
芭
蕪
忌
俳
譜
と
し
て
、
共
に
感
ん
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
故
に
前
記
の
一
句
も
、
実
は
「
翁
忌
」
と
題
し
て
、

は
せ
を
忌
や
長
良
の
山
も
け
ふ
こ
そ
は

と
云
う
芭
蕪
忌
の
句
と
並
ん
で
救
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
見
て
来
る
と
、
大
江
丸
の
云
う
通
り
「
年
々
会
式
俳
譜
あ

り
」
と
云
う
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
て
、
芭
無
か
日
述
聖
人
を
偏
仰
し
て
い
た
と
云
う
こ
と
の
外
に
、
は
か
ら
ず
も
そ
の
命
日
が
、

互
い
に
相
い
前
后
し
て
い
た
と
云
う
因
縁
も
あ
っ
て
、
焦
門
以
降
の
俳
譜
と
日
遮
聖
人
と
の
関
係
は
、
一
層
深
ま
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
ま
た
大
江
丸
自
身
は
前
掲
の
句
で
も
わ
か
る
如
く
、
特
色
は
泗
落
に
あ
っ
て
、
深
刻
味
に
欠
け
る
が
、
と
も
す
る
と
一
茶
の
陰

に
か
く
れ
て
、
そ
の
存
在
は
や
腿
も
す
る
と
薄
れ
が
ち
で
あ
る
。
同
じ
く
彼
の
『
は
い
か
い
袋
』
（
享
和
元
年
板
）
の
中
に
は
、
次
の
よ

う
な
句
が
散
見
し
て
い
る
。

妙
法
の
妙

妙
法
の
妙
は
と
む
せ
る
蚊
巡
り
か
な

日
遮
と
ゆ
き
あ
ひ
川
や
は
つ
松
魚

い
づ
の
海
や
か
つ
を
島
な
す
タ
つ
た
ひ

妙
荘
厳
王
の
瓢
を

li1 同 大
江
丸

（66）



つ
ゆ
魏
弥
に
あ
ま
り
つ
芥
子
に
髄
た
ら
ず
司

御
命
識
や
祖
師
に
向
て
よ
め
・
披
露
司

阿
縛
多
羅
三
百
膳
の
大
帥
こ
う
同

こ
れ
ら
の
句
は
、
い
づ
れ
も
彼
が
法
華
経
や
祖
師
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
一
つ
の
現
れ
で
あ
っ
て
、
篤
い
法
華
の
信
仰
者
で
あ
っ
た

面
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
は
い
か
い
僻
』
冬
之
部
に
は
、
ま
た
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
一
文
が
載
っ
て
い
る
。

『
貞
徳
、
芦
の
丸
や
に
蔵
を
た
て
、
法
華
経
一
千
巻
納
玉
ひ
し
も
、
物
か
は
り
ほ
し
う
つ
り
て
、
た
か
ら
の
く
ら
も
（
宝
蔵
）
や
ぶ

れ
、
御
経
も
諸
所
に
散
在
せ
し
を
、
洛
の
風
月
と
申
人
の
あ
つ
め
求
て
、
こ
Ｌ
ろ
ざ
し
有
か
た
へ
送
り
中
さ
れ
し
も
、
さ
と
く
の
率
な

⑩

の
志
な
ら
め
。
」

こ
れ
は
、
か
っ
て
粋

か
っ
て
松

りれ

し 、
○ 名&加

い
に
し
へ
人
の
物
か
坐
せ
玉
ひ
し
す
な
を
な
る
事
を
、
思
ひ
め
ぐ
ら
す
べ
し
。
初
心
の
人
の
よ
く
み
＄
（
耳
）
へ
も
、
入
る
や
ふ
に
と

だ
ひ
、
皆
具
成
仏
の
御
た
め
な

南
無
三
宝
摘
天
善
神

慶
安
三
年
庚
寅
正
月
廿
八
日

『
こ
れ
は
人
丸
・
赤
人
を
は
じ
め
奉
り
、
よ
る
づ
の
部
仙
は
不
及
申
、
過
去
現
在
未
来
の
う
た
よ
み
、
連
研
は
い
か
い
（
俳
譜
）
に

い
た
る
ま
で
、
此
度
し
き
し
ま
の
道
に
心
を
よ
す
る
一
切
の
溌
賎
上
下
近
俗
、
其
外
ま
る
が
御
恩
を
か
う
ぶ
り
し
尊
師
た
ち
の
御
ぼ

た
ひ
、
皆
具
成
仏
の
御
た
め
な
り
。

永
貞
徳
が
宝
蔵
を
建
立
し
て
、

此
経
の
お
く
番
に
、

一
千
巻
に
の
ぼ
る
法
華
納
経
を
行
っ
た
が
、
い
く
星
霜
を
経
て
蔵
も
破
損
し
、
納
経

長
頭
丸
敬
白
』
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も
散
在
し
た
の
を
、
京
都
の
嵐
月
が
再
び
集
め
て
、
散
失
を
ま
ぬ
が
れ
、
志
あ
る
人
々
に
分
け
送
っ
た
と
云
う
の
で
あ
り
、
こ
の
納
経
の

奥
書
に
も
明
記
し
て
あ
る
通
り
、
長
頭
丸
即
ち
貞
徳
は
、
俳
譜
に
限
ら
ず
総
て
の
詩
人
に
対
し
、
過
現
未
の
三
世
に
わ
た
っ
て
皆
具
成
仏

の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
納
経
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
貞
徳
は
松
友
と
号
し
、
ま
た
長
頭
丸
と
も
称
し
て
、

初
め
は
迎
欣
を
好
ん
だ
が
、
後
に
俳
諸
に
大
き
な
興
味
を
感
じ
、
俳
城
で
は
初
の
宗
匠
免
許
を
得
た
人
で
あ
る
。
彼
の
『
崎
人
談
』
に
よ

焦
門
を
始
め
と
し
て
、
貞
門
・
談
林
・
等
の
各
派
及
び
、
元
禄
・
天
明
の
時
代
に
於
け
る
俳
譜
の
中
か
ら
、
特
に
法
華
経
に
関
し
た
作

品
の
主
た
る
も
の
を
挙
げ
、
俳
譜
を
通
し
て
法
華
信
仰
の
流
れ
を
一
見
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
右
に
掲
げ
た
他
に
も
数
多
く
の
法
華
信

仰
に
関
し
た
句
が
逝
さ
れ
て
い
る
。
然
し
そ
の
す
べ
て
を
記
す
に
は
、
余
祐
が
な
い
の
で
一
部
代
表
的
な
も
の
の
み
に
留
め
た
。

江
戸
時
代
の
俳
填
は
、
そ
の
後
の
も
の
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
少
な
く
、
明
治
に
入
り
正
岡
子
規
に
よ
っ
て
、
陳
腐
・
月
並
に
堕
し
た

俳
埴
は
、
再
び
大
き
く
盛
り
上
げ
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
り
、
子
規
は
近
代
俳
句
の
大
成
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
伊
予
松
山
の
生

れ
で
あ
る
が
、
俳
句
だ
け
で
な
く
短
歌
の
道
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
域
を
脱
し
て
新
時
代
を
迎
え
た
「
歌
よ
み
」
の
先
駆
を
な
し
た
。
ま

「
尭
年
親
王
よ
り
、
大
仏
の
南
地
方
、
許
多
の
地
を
賜
り
、
自
分
果
樹
を
植
え
、
緋
を
出
し
て
柿
剛
と
名
く
、
中
に
椴
恩
蔵
あ
り
、
納

Ｏ
Ｏ
０
０

る
に
妙
経
千
部
を
以
て
す
、
蔵
外
に
六
歌
仙
の
像
を
画
く
、
云
云
」

と
あ
る
の
が
即
ち
、
前
文
の
経
蔵
の
こ
と
で
あ
る
。
法
華
経
一
千
巻
の
写
経
と
云
う
こ
と
は
並
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
貞
徳

も
又
大
江
丸
同
様
篤
い
法
華
信
仰
の
徒
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

る
と
、

三
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た
「
発
句
」
と
云
う
言
葉
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
た
前
代
の
俳
譜
を
、
明
治
二
十
年
代
に
八
俳
句
革
新
運
動
Ｖ
を
起
し
て
、
一
般
に

「
俳
句
」
と
云
う
語
で
新
し
い
行
き
方
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
写
生
説
を
主
唱
し
た
が
、
そ
の
意
図
は
江
戸
時
代
に
流
行
し
た
季
題

趣
味
の
俳
譜
を
打
破
す
る
た
め
、
従
来
の
対
象
物
の
概
念
を
す
て
て
、
白
紙
の
心
に
立
ち
向
う
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
彼
の
門
か
ら
は
幾
人
か
の
俳
人
が
出
て
い
る
が
、
そ
の
流
れ
は
高
浜
虚
子
に
よ
っ
て
受
け
つ
が
れ
、
更
に
現
代
に
及
ん
で
い
る
の
で

⑪

あ
る
。
明
治
二
十
九
年
の
『
寒
山
落
水
』
巻
五
に
は
、

行
く
秋
を
法
華
経
写
す
手
も
と
ど
め
ず
子
規

秋
風
に
桜
咲
く
な
り
法
華
経
寺
同

と
云
う
の
が
あ
る
。
子
規
が
実
際
に
ど
の
程
度
法
華
経
の
苔
写
を
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
法
華
経
に
関
心
を
も
っ
て
目
を
通
し
て
い

た
こ
と
や
、
法
華
経
寺
に
参
詣
し
て
い
た
こ
と
等
が
知
れ
る
。
こ
の
「
秋
風
に
桜
咲
く
な
り
」
と
云
う
の
は
、
四
季
桜
の
こ
と
で
あ
り
、

丁
度
日
蓮
聖
人
入
滅
の
十
月
十
三
日
頃
に
、
朧
リ
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
「
会
式
桜
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
「
狂
言
宗
論
」
と
云

妙
法
も
阿
弥
陀
も
照
せ
南
無
月
夜
子
規

⑫

と
云
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
能
狂
言
の
中
に
「
宗
論
」
と
云
う
の
が
あ
っ
て
、
身
延
山
へ
参
詣
し
て
京
都
へ
帰
る
法
華
の
僧
と
、
善
光
寺

へ
参
詣
し
て
同
じ
く
京
都
へ
帰
る
浄
土
念
仏
の
僧
と
が
、
た
ま
ノ
ー
１
道
で
一
緒
に
な
り
、
互
い
に
自
分
の
宗
旨
の
尊
い
こ
と
を
述
べ
合
っ

て
論
争
と
な
り
、
烈
し
く
宗
論
を
戦
か
わ
す
の
で
あ
る
が
、
暫
く
し
て
ふ
と
気
付
く
と
、
法
華
の
僧
は
念
仏
名
号
を
口
ず
さ
み
、
浄
土
の

僧
は
逆
く
に
題
目
を
唱
え
て
い
た
。
そ
こ
で
二
人
の
僧
は
思
わ
ず
顔
を
見
合
せ
、
法
華
も
弥
陀
も
隔
て
の
な
い
同
体
で
あ
る
と
悟
り
合

う
、
と
云
う
処
で
め
で
た
く
終
り
に
な
る
の
で
あ
る
。
子
規
は
こ
の
能
狂
言
を
見
て
右
の
句
を
作
っ
た
の
で
あ
る
が
、
勿
論
、
宗
義
の
深

う
題
の
も
と
で
、
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奥
を
専
門
的
に
知
る
由
も
な
か
っ
た
彼
に
す
れ
ば
、
法
華
も
念
仏
も
共
に
仏
教
な
の
だ
か
ら
相
争
は
ず
、
相
互
に
末
法
の
闇
を
照
す
月
光

の
如
く
に
あ
れ
、
と
云
う
考
え
方
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
「
南
無
月
夜
」
と
云
っ
て
い
る
所
が
面
白
い
が
、
日
遮
聖
人
は
「
月
天

子
」
と
し
て
「
日
天
子
」
と
共
に
、
法
華
経
行
者
守
護
の
菩
神
に
あ
げ
て
い
る
。

岐
後
に
高
浜
虚
子
に
つ
い
て
見
よ
う
。
彼
は
子
規
の
写
生
説
を
継
承
し
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
俳
句
、
即
ち
客
観
写
生
の
花
鳥
調
詠
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
、
「
平
明
に
し
て
余
情
あ
る
句
」
を
目
標
と
し
た
の
で
あ
り
、
現
代
俳
壇
の
巨
匠
と
な
っ
た
。
彼
は
後
に
鎌
倉
に
移
り
住

み
、
附
近
の
寺
院
を
巡
っ
て
句
会
を
催
し
た
た
め
、
当
然
日
蓮
聖
人
の
遮
跡
に
も
歩
を
入
れ
、
そ
こ
で
の
句
も
数
多
く
適
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
昭
和
十
六
年
十
凡
の
鎌
倉
俳
句
会
は
、
二
十
六
日
に
松
葉
ヶ
谷
の
妙
法
寺
で
開
か
れ
て
を
り
、

駈
け
り
来
し
大
賜
蝶
曼
珠
沙
華
虚
子

本
堂
の
柱
に
避
く
る
四
日
か
な
同

等
の
句
が
作
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
よ
く
比
叡
山
へ
益
り
、
小
説
を
諜
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
身
延
山
へ
は
そ
の
晩
年
に
な
っ
て
一
度
登
詣

⑬

に

あ
1，

、

雲
間
な
る
七
面
山
に
残
る
雪
虚
子

本
山
の
春
の
夕
べ
の
詣
で
人
同

徳
や
身
廷
の
山
に
老
を
鳴
く
同

こ
れ
は
久
遠
寺
で
の
作
で
あ
る
が
、
た
ま
ノ
、
信
行
道
場
の
修
行
僧
が
早
朝
西
谷
か
ら
本
山
へ
法
鼓
を
叩
き
っ
Ｌ
題
目
を
唱
へ
て
登
る
の

し
て
い
る
。

嘘
し
て
南
無
妙
法
蓮
華
エ
経
と

虚
子
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さ
て
、
俳
諾
文
学
の
流
れ
の
中
に
、
法
華
信
仰
が
ど
の
よ
う
に
現
さ
れ
て
い
る
か
を
窺
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
庶
民
の
文
学
と
し
て

起
り
隆
昌
し
た
我
が
国
独
特
の
俳
識
に
、
中
世
以
後
急
速
に
弘
ま
っ
た
法
華
信
仰
が
、
大
き
く
影
響
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
両
者
が
共

に
、
庶
民
大
衆
を
相
手
と
し
た
宗
教
で
あ
り
文
学
で
あ
っ
た
点
か
ら
み
て
、
む
し
ろ
当
然
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

愛
に
は
そ
の
代
表
的
な
作
品
の
み
を
掲
げ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
中
で
も
疎
門
一
派
の
俳
譜
理
論
に
は
そ
の
本
質
に
於
て
仏
教
思
想
、

特
に
法
準
経
及
び
そ
の
侭
仰
が
港
ん
で
を
り
、
密
接
な
関
係
を
も
ち
つ
つ
進
展
し
て
来
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
事
は
先

さ
に
も
ふ
れ
た
如
く
、
法
華
耗
と
同
様
に
日
蓮
聖
人
に
関
す
る
句
も
、
俳
苔
の
中
に
数
多
く
残
さ
れ
て
を
り
、
む
し
ろ
中
泄
か
ら
近
世
に

か
け
て
は
日
並
聖
人
を
通
し
て
、
法
華
信
仰
が
一
般
化
さ
れ
、
俳
織
の
上
に
反
映
し
て
行
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

紙
の
偶
は
連
野
と
き
Ｌ
ぬ
時
烏
以
雪

⑭

と
云
う
句
に
も
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
古
く
は
梵
唄
か
ら
偶
頌
の
調
調
等
、
所
謂
「
歌
唄
頌
仏
徳
鎭
歎
」
は
、
識
仏
歌
と
し
て
ま
た
そ
の

ま
Ｌ
連
歌
と
し
て
、
俳
人
間
に
尊
重
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

と
即
興
的
に
叙
し
て
い
る
。
嘗
て
子
規
に
よ
り
「
虚
子
自
在
」
と
評
さ
れ
「
虚
子
の
草
木
を
見
る
は
猶
有
情
の
人
間
を
見
る
ご
と
し
」
と

評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
或
い
は
又
、
中
村
草
田
男
は
「
即
物
開
花
、
即
物
成
仏
の
変
幻
の
妙
を
極
め
っ
Ｌ
あ
る
。
」
と
評
し
て
い
る
よ

う
に
、
「
実
相
観
入
」
の
描
写
を
目
し
た
処
に
特
色
が
あ
る
。

三
世
の
仏
皆
座
に
あ
れ
ば
寒
か
ら
ず
虚
子

経
の
両
和
し
商
ま
り
つ
花
の
寺
同

四
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現
代
の
社
会
状
況
を
見
る
に
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
発
達
と
一
、
ス
コ
ミ
の
急
進
的
な
渦
巻
の
中
で
、
著
し
く
自
己
の
主
体
性
喪
失
に
陥
り
つ

Ｌ
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
自
我
の
個
性
と
主
体
性
の
回
復
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
庶
民
に
と
っ
て
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で

鮫
も
短
少
な
、
し
か
も
伝
統
の
あ
る
俳
句
に
よ
っ
て
、
自
己
を
活
か
し
表
現
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
即
ち
自
由
人
と
し
て
自
分
の
純
粋
な
感

動
や
生
命
の
喜
び
を
、
作
品
と
し
て
残
す
こ
と
に
は
、
そ
れ
自
体
に
も
大
き
な
意
義
が
認
め
ら
れ
う
る
。
国
民
文
学
と
し
て
又
庶
民
の
詩

歌
と
し
て
の
俳
句
を
創
作
体
験
す
る
こ
と
は
、
自
己
を
再
発
見
し
、
天
地
悠
久
の
自
然
現
象
と
日
日
の
生
活
に
接
し
て
得
た
人
間
的
詠
嘆

の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
残
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
前
代
の
人
々
が
法
華
の
信
仰
生
活
の
一
コ
マ
を
句
作
し
て
残
し
、
現
代
に
及
ぼ
し
て
い

る
如
く
、
人
間
性
の
喪
失
を
「
句
道
仏
心
」
の
句
作
に
よ
っ
て
、
と
り
も
ど
す
こ
と
も
ま
た
一
つ
の
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
本
稿
を
進
め
る
に
従
っ
て
、
こ
の
感
を
一
層
深
い
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

な

〔
註
〕
①
拙
稿
「
俳
譜
文
学
に
現
れ
た
法
華
経
」
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
十
四
ノ
ー
）
参
照
。
尚
、
浄
瑠
璃
評
釈
書
と
し
て
知
ら
れ
る
穂
積
以
貫
の
「
難

に
わ
み
や
け

波
土
産
」
（
元
文
三
年
板
）
に
よ
る
と
、
近
松
の
八
虚
実
皮
膜
論
Ｖ
が
減
っ
て
お
り
、
支
考
の
八
虚
実
論
Ｖ
と
対
照
す
る
と
き
、
趣
の
深
い
も

の
が
あ
る
。
即
ち
、
近
松
の
説
に
よ
れ
ば
事
実
は
あ
く
ま
で
事
実
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
事
実
を
た
ん
に
そ
の
ま
シ
描
写

。
◎
。
◎

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
事
実
に
即
し
な
が
ら
そ
の
事
実
を
こ
え
た
処
に
真
実
が
生
れ
、
そ
の
真
実
を
結
晶
さ
せ
た
上
で
、
更
に
具
体
的
に
表
現

す
る
処
に
人
々
を
感
動
せ
し
め
る
芸
術
の
道
が
存
在
す
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
「
実
に
即
し
て
の
虚
、
」
こ
れ
を
皮
膜
の
間
に
あ
り
と
し
、
「
娑

婆
即
寂
光
」
と
云
う
時
の
八
即
Ｖ
と
同
様
の
思
惟
的
空
間
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

②
高
浜
虚
子
編
「
季
寄
せ
」
（
三
省
堂
刊
）
一
三
四
頁

③
「
日
本
俳
書
大
系
」
③
（
蕉
門
俳
請
前
集
）
上
巻
一
八
二
頁

の
宝
井
其
角
（
一
六
六
一
’
一
七
○
七
）
は
初
め
母
方
の
姓
榎
本
を
一
時
名
の
っ
た
が
、
後
に
宝
井
氏
と
な
る
。
十
五
・
六
才
の
頃
に
芭
蕉
の
弟

子
と
な
り
、
つ
ね
に
蕉
門
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
。
俳
風
は
師
の
閑
寂
に
反
し
て
豪
放
華
麗
で
あ
っ
た
。

⑤
「
日
本
俳
番
大
系
」
⑳
（
天
明
名
家
句
選
）
下
巻
三
四
七
頁

⑥
同
⑫
（
類
柑
文
集
）
中
巻
五
四
四
頁

⑦
「
日
本
俳
譜
史
」
（
池
田
秋
晃
著
）
二
一
三
頁

③
拙
稿
「
俳
諮
文
学
に
現
れ
た
日
蓮
聖
人
」
（
棲
神
第
三
十
八
号
）
参
照
。

（72）



⑭⑭⑫⑪⑩⑨

「
日
本
俳
書
大
系
」
⑳
（
中
興
俳
話
俳
文
集
）
一
八
七
頁

同
二
八
○
頁

「
正
岡
子
規
全
集
」
（
第
三
巻
）

同
（
寒
山
落
木
）
巻
五

虚
子
は
、
そ
の
晩
年
昭
和
三
十
三
年
四
月
十
三
日
に
身
延
山
へ
登
り
、
草
樹
会
の
一
行
と
共
に
句
会
を
開
い
て
い
る
。
此
の
間
の
詳
細
は

『
虚
子
俳
話
』
（
続
編
）
一
四
四
頁
に
「
身
延
行
」
と
題
し
て
、
記
さ
れ
て
い
る
。

「
玄
峰
集
」
（
風
雪
）
夏
之
部
。

’
’
四
十
一
二
・
一
○
１
１

（73）


