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｢
処
女
作
に
は
そ
の
作
家
の
す
べ
て
が
宿
っ
て
い
る
﹂・﹁
作
家
は
処
女
作

へ
と
回
帰
す
る
﹂
と
い
っ
た
言
葉
が
示
す
よ
う
に
︑
鏡
花
の
処
女
作
で
あ
る

﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
に
も
ま
た
鏡
花
の
原
点
の
よ
う
な
も
の
が
内
包
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
一
つ
は
仏
教
的
な
要
素
で
あ
り
︑
も
う

一
つ
は
作
品
内
の
現
実
世
界
で
は
薄
幸
な
女
性
が
︑
死
ぬ
こ
と
で
救
わ
れ

(
あ
る
種
の
)
理
想
郷
へ
と
旅
立
つ
要
素
で
あ
る
︒
こ
の
﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄

に
は
鏡
花
文
学
に
通
底
し
て
い
く
そ
の
萌
芽
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
そ
の
意
味
で
も
﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
は
や
は
り
重
要
な
作
品
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
し
︑
戯
作
的
な
作
品
で
あ
る
た
め
に
駄
作
で
あ
る
と
も
言
い
切

れ
な
い
も
の
が
あ
る
︒
鏡
花
文
学
を
理
解
す
る
た
め
に
も
価
値
の
あ
る
重
要

な
作
品
の
一
つ
と
い
え
る
︒

キ
ー
ワ
ー
ド

泉
鏡
花
︑
女
人
救
済
︑
仏
教
︑
地
蔵
菩
薩

は
じ
め
に

『
冠
弥
左
衛
門
﹄
は
︑
明
治
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
二
十
日
ま
で
京

都
﹃
日
出
新
聞
﹄
に
連
載
さ
れ
た
泉
鏡
花
の
処
女
作
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
明
治
二

十
七
年
の
﹃
北
陸
新
報
﹄
に
﹃
義
民
実
伝

仏
師
表
徳
﹄
と
題
名
を
変
え
て
転
載

さ
れ
た
︒
念
の
た
め
︑
少
し
長
く
な
る
が
以
下
に
梗
概
を
記
し
て
お
く
︒

時
は
相
模
守
東
殿
の
治
世
︑
霊
山
卯
之
助
の
父
は
︑
鋭
鎌
利
平
と
い
う
刀
鍛
冶

だ
っ
た
︒
十
七
年
前
︑
富
豪
石
村
五
兵
衛
は
自
分
の
利
益
の
た
め
に
農
民
を
た
ぶ

ら
か
し
︑
長
谷
八
ケ
村
の
田
畑
を
法
外
な
高
値
で
買
い
上
げ
よ
う
と
し
た
時
︑
村

民
は
金
に
目
が
く
ら
ん
で
こ
の
申
し
出
に
従
お
う
と
し
た
︒
利
平
は
石
村
の
謀
略

を
見
破
り
︑
村
民
を
強
く
説
得
し
て
︑
石
村
の
計
画
を
覆
そ
う
と
し
た
︒
石
村
は

執
権
の
岩
永
武
蔵
に
取
り
入
り
︑
計
画
が
完
遂
す
れ
ば
八
ヶ
村
の
農
民
は
自
分
の

小
作
人
と
な
り
︑
思
い
の
ま
ま
に
重
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
こ
か
ら
の
儲

け
は
山
分
け
に
し
よ
う
と
話
を
持
ち
か
け
る
︒
こ
う
し
て
石
村
は
岩
永
の
手
を
借
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り
て
利
平
を
死
罪
へ
と
追
い
込
み
︑
そ
の
た
め
妻
の
渚
は
自
殺
す
る
︒
こ
の
間
に

生
ま
れ
た
の
が
卯
之
助
だ
っ
た
︒

こ
の
卯
之
助
と
両
思
い
の
小
萩
の
も
と
に
︑
石
村
の
使
者
が
や
っ
て
来
る
︒
石

村
の
息
子
で
あ
る
次
郎
蔵
の
嫁
に
小
萩
を
指
名
し
た
の
だ
っ
た
︒
小
萩
親
子
は
︑

来
合
わ
せ
て
い
た
権
五
郎
組
の
親
分
で
あ
る
侠
客
の
猿
の
伝
次
の
力
添
え
で
︑
難

題
を
退
け
た
も
の
の
後
が
心
配
で
生
き
た
心
地
も
し
な
か
っ
た
︒
そ
こ
へ
相
模
守

の
側
近
で
あ
る
沖
野
新
十
郎
の
妻
阿
浪
が
訪
れ
る
︒
石
村
の
息
子
に
と
い
う
の
は

建
前
で
実
は
︑
岩
永
自
身
が
小
萩
に
執
心
な
の
だ
と
告
げ
︑
仲
人
を
務
め
よ
う
と

申
し
出
る
︒
小
萩
親
子
は
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
う
︒
阿
浪
は
親
子
に
同
情
し
︑
自

分
の
屋
敷
へ
匿
っ
て
救
お
う
と
約
束
す
る
︒

二
百
十
日
は
稀
に
見
る
暴
風
雨
で
︑
稲
は
ほ
ぼ
壊
滅
し
た
︒
さ
ら
に
︑
石
村
の

重
税
が
重
な
っ
た
こ
と
で
遂
に
農
民
は
蜂
起
す
る
こ
と
を
計
画
す
る
︒
こ
の
蜂
起

の
リ
ー
ダ
ー
が
卯
之
助
と
伝
次
だ
っ
た
︒
卯
之
助
は
自
身
の
宿
と
し
て
い
る
高
妙

寺
を
集
合
場
所
と
し
た
︒
だ
が
︑
こ
の
計
画
は
長
谷
の
名
主
の
報
告
に
よ
っ
て
︑

石
村
た
ち
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
︒
卯
之
助
た
ち
は
寺
へ
と
立
て
こ
も
り
︑
岩
永
た

ち
と
山
門
を
は
さ
ん
で
対
峙
し
た
時
︑
山
門
の
楼
上
に
い
た
冠
弥
左
衛
門
の
巧
み

な
話
術
に
よ
っ
て
︑
事
態
は
穏
便
に
治
ま
っ
た
︒
未
遂
に
終
わ
っ
た
蜂
起
は
石
村

を
激
怒
さ
せ
た
︒
そ
こ
で
︑
農
民
た
ち
に
石
村
邸
の
周
り
に
濠
を
掘
ら
せ
る
と
い

う
重
役
を
課
す
︒
一
方
︑
相
模
守
東
殿
を
暗
殺
す
る
こ
と
を
も
画
策
す
る
︒
こ
の

石
村
た
ち
の
密
談
を
小
萩
は
立
ち
聞
き
す
る
︒
小
萩
は
沖
野
夫
婦
に
そ
の
こ
と
を

告
げ
る
︒
沖
野
は
小
萩
に
岩
永
暗
殺
を
依
頼
す
る
︒
そ
こ
で
︑
小
萩
は
岩
永
へ
嫁

ぐ
こ
と
を
承
諾
す
る
︒
し
か
し
︑
岩
永
暗
殺
は
失
敗
に
終
わ
り
︑
沖
野
も
捕
縛
さ

れ
幽
閉
さ
れ
て
し
ま
う
︒

石
村
た
ち
の
悪
政
が
布
か
れ
る
中
︑
卯
之
助
た
ち
は
再
度
蜂
起
の
機
会
を
窺
っ

て
い
た
︒
願
望
成
就
の
た
め
に
は
︑
弥
左
衛
門
に
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
て
も
ら
う
必

要
が
あ
る
と
考
え
た
二
人
は
︑
弥
左
衛
門
の
も
と
へ
向
か
い
彼
を
説
得
す
る
︒
一

方
︑
阿
浪
は
新
十
郎
と
会
い
︑
彼
の
自
害
を
見
届
け
る
が
︑
岩
永
の
腹
心
で
あ
る

中
村
大
六
に
見
つ
か
り
︑
追
わ
れ
る
身
と
な
る
︒
遂
に
阿
浪
は
捕
ま
り
︑
想
像
を

絶
す
る
拷
問
を
受
け
て
死
ん
で
い
く
︒

岩
永
は
石
橋
亭
で
酒
宴
を
催
し
て
い
た
︒
卯
之
助
も
女
装
を
し
て
亭
に
紛
れ
込

み
︑
様
子
を
窺
っ
て
い
た
︒
そ
こ
に
︑
立
ち
上
が
っ
た
弥
左
衛
門
の
爆
裂
弾
に

よ
っ
て
岩
永
は
追
い
つ
め
ら
れ
る
︒
捕
ら
え
ら
れ
た
岩
永
は
卯
之
助
に
よ
っ
て
滅

ぼ
さ
れ
た
︒

さ
て
︑
こ
の
作
品
の
先
行
研
究
を
概
観
す
る
と
︑
作
品
の
内
容
分
析
に
踏
み
込

ん
で
論
じ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
︒
こ
れ
は
柳
田
泉
氏
に
よ
る
﹁
面
白
く
な
い
小

説
﹂︑﹁
恐
ろ
し
く
マ
ヅ
い
﹂
小
説
と
い
う
指
摘
に
端
を
発
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
︒
た
だ
︑
柳
田
氏
は
こ
の
作
品
が
﹁
鏡
花
流
に
戯
作
文
学
化
﹂
し
た
も
の
で
︑

弥
左
衛
門
を
仏
師
と
し
た
と
こ
ろ
に
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
︑
注
意
し
て
読
ま
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る(1

)︒
こ
の
戯
作
文
学
と
い
う
点
に
注
目
し
て
近
世
文
学
と

の
つ
な
が
り
か
ら
作
品
を
論
じ
て
い
る
の
が
高
田
瑞
穂
氏
︑
小
池
正
胤
氏
︑
弦
巻

克
二
氏
︑
秋
山
稔
氏
の
四
氏
で
あ
る
︒
高
田
氏
は
こ
の
作
品
が
﹁
誠
に
古
風
な
︑

馬
琴
の
影
響
を
当
然
考
へ
て
い
ゝ
︑
勧
善
懲
悪
の
物
語
﹂
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
の

一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る(2

)︒
小
池
氏
の
場
合
は
︑
鏡
花
が
﹁
草
双
紙
﹂
を
耽
読
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
高
田
氏
と
同
様
に
馬
琴
の
影
響
を
論
じ
て
い
る
︒
そ
の

中
で
も
﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
に
は
﹃
近
世
説
美
少
年
録
﹄
の
続
編
で
あ
る
﹃
新
局
玉

石
童
子
訓
﹄
の
影
響
が
強
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る(

3
)︒

次
に
弦
巻
氏
は
︑
こ
の
作
品

泉
鏡
花
の
女
人
救
済
の
原
型
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岡
哲
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に
は
鏡
花
文
学
の
真
髄
や
小
説
観
が
最
初
か
ら
孕
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
︑
そ
れ
を
近
世
文
学
と
の
連
続
か
ら
展
望
し
よ
う
と
し
て

い
る
︒
冠
弥
左
衛
門
と
い
う
﹁
救
済
者
﹂
の
人
物
造
型
が
︑
鏡
花
の
神
秘
的
世
界

へ
の
信
仰
を
垣
間
見
せ
て
い
る
と
し
︑
近
世
文
学
で
超
自
然
的
な
も
の
が
扱
わ
れ

る
こ
と
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
て
い
る(4

)︒
秋
山
氏
も
﹁
馬
琴
を
中
心
と
し
た
前
代

文
学
の
継
承
を
た
ど
﹂
ろ
う
と
し
︑
作
品
に
お
け
る
卯
之
助
と
弥
左
衛
門
の
意
味

の
重
要
性
を
説
く
︒
氏
に
よ
れ
ば
︑
卯
之
助
は
﹁︿
美
の
体
現
者
﹀﹂︑
弥
左
衛
門

は
﹁
︿
美
の
創
出
者
﹀
﹂
で
あ
り
︑
﹁
叛
骨
精
神
に
よ
っ
て
非
道
な
権
力
者
に
反
抗

し
討
伐
す
る
︑
美
的
世
界
の
実
現
﹂
の
物
語
と
し
て
の
読
み
を
提
示
す
る(5

)︒

ま
た
︑
﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
が
書
か
れ
た
当
時
の
時
代
背
景
及
び
作
品
内
に
お
け

る
時
代
背
景
に
焦
点
を
当
て
た
論
や
︑
作
品
の
掲
載
・
転
載
理
由
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
る
も
の
も
あ
る
︒
時
代
背
景
に
注
目
し
て
い
る
論
者
と
し
て
は
︑
先
程
の

秋
山
氏
︑
谷
川
恵
一
氏
︑
大
野
隆
之
氏
︑
西
田
谷
洋
氏
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
の

﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
と
い
う
作
品
は
︑
明
治
十
一
年
十
月
二
十
六
日
に
実
際
に
起

こ
っ
た
真
土
事
件
が
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
︑
秋
山
氏
や
先
述
の
柳
田
氏

は
指
摘
し
て
い
る(6

)︒
秋
山
氏
は
当
時
こ
の
事
件
が
新
聞
で
も
大
々
的
に
取
り
上
げ

ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
事
件
を
基
に
書
か
れ
た
続
き
物
の
一
つ
で
あ
る
武
田
交

来
の
﹃
冠
松
真
土
夜
暴
動
﹄
が
典
拠
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る(7

)︒
続
い
て
谷
川
氏

は
秋
山
氏
の
論
を
ふ
ま
え
な
が
ら
︑
必
ず
し
も
作
品
の
内
容
に
真
土
事
件
そ
の
も

の
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
︑
秩
父
事
件
や
加
波
山
事
件
を
取
り

込
ん
で
い
る
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
自
由
党
左
派
や
秩
父
困
民
党
に
よ
る
蜂
起

を
描
い
た
﹁
自
由
民
権
政
治
小
説
﹂
と
し
て
作
品
を
解
釈
し
て
い
る(8

)︒
大
野
氏
の

場
合
は
︑
鏡
花
作
品
に
お
け
る
反
骨
心
を
も
っ
た
民
衆
が
︑
偽
善
者
を
裁
こ
う
と

す
る
作
品
を
﹁
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
小
説
﹂
と
仮
称
し
︑﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄︑﹃
蛇
く
ひ
﹄︑

﹃
貧
民
倶
楽
部
﹄
を
論
じ
て
い
る
︒﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
に
つ
い
て
は
︑
明
治
初
期
の

事
件
が
江
戸
時
代
を
舞
台
と
し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
指
摘
し
て
い
る
︒

そ
れ
は
︑
反
国
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
農
民
蜂
起
の
う
ち
に
隠
さ
れ
︑
事
件
自
体

が
明
治
国
家
に
抵
触
し
な
い
江
戸
時
代
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ

る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
に
お
け
る
﹁
対
国
家
的
反
抗
﹂
は
﹁
二

重
に
終
わ
っ
﹂
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
る(9

)︒
西
田
谷
氏
は
﹁
先
行
す
る
民
権
文
学

か
ら
鏡
花
文
学
へ
の
影
響
・
変
換
﹂
を
問
題
点
と
し
て
出
発
し
︑﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄

は
﹁
民
権
文
学
で
は
読
本
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
テ
キ
ス
ト
﹂
と
解
釈
す
る
︒
そ

れ
は
特
に
宮
崎
夢
柳
の
﹁
虚
無
党
文
学
を
そ
の
表
現
に
取
り
込
ん
だ
作
品
﹂
で
あ

る
と
評
価
す
る
︒
ま
た
︑
夢
柳
た
ち
の
民
権
文
学
と
鏡
花
の
作
品
は
︑
断
絶
で
は

な
く
連
続
し
て
い
る
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る(10

)︒

作
品
の
掲
載
・
転
載
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
︑
工
藤
雅

規
氏
︑
先
述
の
弦
巻
氏
︑
関
肇
氏
の
三
氏
で
あ
る
︒
工
藤
氏
は
巌
谷
小
波
の
﹃
壬

辰
日
録
﹄
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
側
面
か
ら
作
品
連
載
の
事
情
や
背
景
を
明
ら
か
に

し
て
い
る(11

)︒
弦
巻
氏
は
﹃
日
出
新
聞
﹄
連
載
時
に
は
不
評
で
あ
っ
た
﹃
冠
弥
左
衛

門
﹄
が
︑
な
ぜ
﹃
北
陸
新
報
﹄
転
載
時
に
は
好
評
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
る
︒
氏
は
歴
史
小
説
の
流
行
︑
都
会
と
地
方
の
文
化
差
と
共
に
﹁
表
題
の
変

更
が
深
く
関
与
し
て
い
た
﹂
可
能
性
を
論
じ
て
い
る(12

)︒
関
氏
の
場
合
は
︑﹃
日
出

新
聞
﹄
連
載
時
の
事
情
を
考
察
す
る
こ
と
で
︑
鏡
花
の
文
学
的
出
発
の
意
味
を
追

究
し
︑
京
都
の
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
政
治
・
経
済
・
文
化
の
様
相
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
明
治
二
十
年
代
半
ば
に
な
っ
て
か
ら
義
侠

心
に
富
む
人
物
造
型
は
再
発
見
さ
れ
︑
改
め
て
人
々
の
関
心
を
引
き
つ
つ
あ
っ
た
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こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
に
対
す
る
評
価
と
し

て
は
︑
﹁
崩
壊
し
た
社
会
秩
序
を
権
力
に
成
り
代
わ
っ
て
弱
者
と
連
帯
し
て
回
復

し
て
い
く
︿
侠
﹀
の
物
語
﹂
と
し
て
提
示
し
て
い
る
︒
そ
の
侠
の
問
題
が
︑
鏡
花

文
学
の
全
体
を
貫
く
主
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
し
て
追
求
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

も
触
れ
て
い
る
︒
結
論
と
し
て
氏
は
︑
新
聞
メ
デ
ィ
ア
を
デ
ビ
ュ
ー
の
場
と
し
て

出
発
し
た
こ
と
は
︑
社
会
的
弱
者
へ
の
ま
な
ざ
し
を
も
っ
て
文
学
活
動
を
展
開
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
鏡
花
の
﹁
原
点
﹂
と
し
て
︑
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る(13
)︒作

品
の
内
容
分
析
に
踏
み
込
ん
で
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
︑
ま
ず
︑
奈
良

崎
英
穂
氏
の
論
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
氏
は
︑
作
品
に
お
け
る
語
り
に
注
目
し
︑

作
品
内
に
登
場
す
る
﹁
作
者
﹂
が
何
ら
か
の
符
号
に
よ
り
本
文
か
ら
区
別
さ
れ
る

形
で
顔
を
出
す
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
ま
た
︑
同
時
進
行
を
装
い
な
が
ら
作
品
内
に

半
実
体
化
す
る
語
り
手
の
出
現
に
よ
っ
て
︑
内
容
の
時
間
を
過
去
へ
と
戻
し
︑
語

り
の
現
在
時
を
そ
の
裡
に
隠
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る(14

)︒
加
田
謙
一
郎
氏

は
冠
弥
左
衛
門
の
人
物
造
型
が
︑
﹃
観
音
経
﹄
に
お
け
る
﹁
王
難
の
文
﹂
を
基
と

し
て
作
ら
れ
︑
観
音
菩
薩
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒﹁
王
命
に
背
﹂
い

て
蜂
起
す
る
農
民
た
ち
を
救
お
う
と
決
意
す
る
冠
弥
左
衛
門
に
は
︑
王
難
に
あ
っ

た
革
命
児
を
救
う
観
音
の
イ
メ
ー
ジ
が
背
負
わ
さ
れ
て
お
り
︑﹁
主
人
公
を
通
し

て
︑
観
音
に
よ
る
救
済
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
﹂
と
の
読
み
を
提
示
す
る(15

)︒
村
上

栄
子
氏
は
鏡
花
の
﹁
復
古
趣
味
的
な
絵
草
紙
的
世
界
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
︑
初
期

作
品
に
見
ら
れ
る
﹁
絵
草
紙
的
な
世
界
﹂
の
中
に
あ
る
﹁
新
し
さ
﹂
が
︑﹁
幻
想

世
界
﹂
の
導
入
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
︑
特
殊
な
鏡
花
文
学
と
い
う
も
の
を
形
作
っ
て
い
る
と
論
じ
る
︒﹃
冠
弥
左
衛

門
﹄
に
つ
い
て
の
指
摘
は
︑﹁
阿
浪
の
人
物
造
型
﹂
と
﹁
窮
民
一
揆
の
モ
チ
ー
フ
﹂

で
あ
る
︒﹁
阿
浪
の
人
物
造
型
﹂
に
つ
い
て
は
︑
意
地
と
張
り
の
あ
る
鏡
花
の
理

想
と
し
た
女
性
像
が
見
ら
れ
る
と
し
︑﹁
窮
民
一
揆
の
モ
チ
ー
フ
﹂
に
つ
い
て
は
︑

疎
外
さ
れ
︑
差
別
さ
れ
た
も
の
へ
の
共
感
と
偏
愛
が
見
て
取
れ
る
と
し
て
い
る
︒

こ
の
二
つ
が
後
の
鏡
花
作
品
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
く
と
言
う
に
と
ど
ま
っ
て
い

る(16
)︒

角
田
旅
人
氏
は
冠
弥
左
衛
門
に
は
︑﹁
観
音
の
力
の
化
身
﹂
と
し
て
登
場
し

て
い
る
こ
と
を
論
じ
︑
作
品
の
基
本
構
図
が
﹁
神
・
仏
・
儒
の
教
え
を
柱
と
し
︑

仏
の
力
を
称
揚
す
る
形
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
﹂
と
考
察
し
て
い
る(
17
)︒

こ
こ
で
一
度
︑
先
行
研
究
を
ま
と
め
て
み
る
と
︑
第
一
は
︑﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄

と
い
う
作
品
を
近
世
文
学
と
の
関
わ
り
で
論
じ
て
い
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
︒
第
二
に
︑
同
時
代
に
お
け
る
歴
史
的
考
察
や
当
時
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
の

指
摘
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
第
三
と
し
て
は
︑
作
品
の
掲
載
・
転
載
に
関
す
る
指
摘
が

挙
げ
ら
れ
る
︒
以
上
︑
こ
の
三
点
が
﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
に
お
け
る
先
行
研
究
の
大

ま
か
な
流
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る(18

)︒

さ
て
︑
こ
の
作
品
は
先
程
も
触
れ
た
よ
う
に
作
品
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
論
は
少

な
い
︒
鏡
花
文
学
を
考
え
る
上
で
仏
教
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が(19

)︑

そ
の
こ
と
に
関
す
る
指
摘
も
少
な
い
︒
加
田
氏
は
冠
弥
左
衛
門
の
人
物
造
型
に

﹃
観
音
経
﹄
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
鏡
花
文
学
に
お
け
る

仏
教
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
角
田
氏
も
ま
た
﹁
観
音
﹂
の
影
響
に
つ
い

て
論
じ
︑﹁
仏
の
力
を
称
揚
﹂
し
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
ま
で
に

と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
深
い
考
察
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒﹁
処
女
作
に
は
そ
の
作
家

の
す
べ
て
が
宿
っ
て
い
る
﹂
・﹁
作
家
は
処
女
作
へ
と
回
帰
す
る
﹂
と
い
っ
た
言
葉

が
存
在
す
る
︒
そ
れ
は
俗
説
で
は
あ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
処
女
作
が
鏡
花
文
学

泉
鏡
花
の
女
人
救
済
の
原
型

(諸
岡
哲
也
)
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に
お
け
る
始
点
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
本
発
表
で
は
作
品

内
に
登
場
す
る
作
者
の
言
に
注
目
し
︑﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
と
い
う
作
品
は
阿
浪
が

地
蔵
菩
薩
へ
と
転
生
し
救
済
さ
れ
る
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
︑
救
済
す
る
存
在
へ

と
変
化
す
る
物
語
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
︑
鏡
花
と
仏
教
の
関
係
ひ
い
て
は

そ
の
後
の
鏡
花
文
学
に
通
底
し
て
い
る
現
世
で
は
薄
倖
の
女
性
が
︑
死
ぬ
こ
と
に

よ
っ
て
転
生
し
異
界
に
招
か
れ
︑
救
済
さ
れ
る
と
い
う
女
人
救
済
に
つ
い
て
も
ふ

れ
て
み
た
い
︒
例
え
ば
︑
の
ち
に
﹃
女
仙
前
記
﹄﹃
き
ぬ
〴
〵
川
﹄
に
お
け
る
女

性
︑
﹃
薬
草
取
﹄
に
お
け
る
花
売
り
娘
︑﹃
海
神
別
荘
﹄
で
生
け
贄
と
し
て
公
子
の

妻
と
な
る
女
性
な
ど
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
薄
倖
の

女
性
の
救
済
の
原
型
が
︑
す
で
に
﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
の
阿
浪
に
も
表
現
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
以
下
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
︒

一
︑
地
蔵
菩
薩
と
地
蔵
信
仰

さ
て
︑
先
程
ふ
れ
た
よ
う
に
﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
は
︑
阿
浪
が
地
蔵
菩
薩
へ
と
転

生
し
救
済
さ
れ
る
物
語
な
の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
を
立
て
た
︒
そ
こ
で
ま
ず
︑

こ
の
節
で
は
地
蔵
菩
薩
や
地
蔵
信
仰
が
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
念
の

た
め
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

で
は
︑
地
蔵
菩
薩
と
は
ど
の
よ
う
な
仏
な
の
か
︒
地
蔵
菩
薩
の
起
源
は
︑
イ
ン

ド
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
神
話
に
出
て
く
る
大
地
の
女
神
プ
リ
テ
ィ
ヴ
ィ
で
︑
大
地
を

擬
人
化
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
神
は
︑
大
地
を
守
護
し
︑
財
を
蓄
え
︑

病
を
治
す
と
い
っ
た
利
益
信
仰
が
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
思
想
が
仏
教
に
も
取
り

入
れ
ら
れ
て
︑
地
蔵
菩
薩
は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
地
蔵
菩
薩
は
︑
釈

尊
が
入
滅
し
て
か
ら
弥
勒
菩
薩
が
成
仏
す
る
ま
で
の
︑
悪
世
の
無
仏
時
代
の
救
済

を
釈
尊
か
ら
委
ね
ら
れ
︑
六
道
輪
廻
の
衆
生
を
救
済
す
る
ま
で
は
自
ら
は
成
仏
し

な
い
と
い
う
誓
願
を
立
て
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
経
典
と
し
て
は
︑﹃
地
蔵
菩
薩
本

願
経
﹄・﹃
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
﹄
・﹃
占
察
善
悪
業
報
経
﹄
の
三
つ
経
典
が
地
蔵

三
経
と
呼
ば
れ
︑
中
心
と
な
っ
て
い
る
︒
た
だ
︑﹃
占
察
善
悪
業
報
経
﹄
は
偽
経

と
も
言
わ
れ
て
い
る
︒
日
本
の
民
間
信
仰
に
溶
け
込
ん
だ
地
蔵
信
仰
は
︑
祈
願
目

的
や
利
益
内
容
に
よ
っ
て
多
彩
で
あ
る
︒
代
受
苦
信
仰
や
蔵
が
子
宮
の
意
味
を
含

む
こ
と
か
ら
地
母
神
的
な
性
格
が
内
包
さ
れ
て
お
り
︑
土
地
の
豊
穣
︑
女
人
安
産
︑

長
寿
延
命
も
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
︑
女
人
往
生
︑
子
ど
も
の
庇
護

も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
閻
魔
大
王
の
本
地
仏
と
し
て
の
信
仰
も
あ

り
︑
幽
明
の
境
に
住
む
境
神
と
し
て
の
性
格
も
与
え
ら
れ
信
仰
さ
れ
て
い
る
︒
そ

の
た
め
︑
墓
地
の
入
口
や
火
葬
場
︑
辻
に
祀
ら
れ
道
祖
神
と
習
合
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る(20

)︒
以
上
︑
簡
単
で
は
あ
る
が
︑
地
蔵
菩
薩
と
地
蔵
信
仰
の
概
略
を
示
し
た
︒
こ
こ

で
興
味
深
く
注
目
す
べ
き
こ
と
は
︑﹃
地
蔵
菩
薩
本
願
経
﹄
に
出
て
く
る
女
性
が

地
蔵
菩
薩
の
前
世
の
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る(21

)︒
中
心
と
な
っ
て
い
る
地
蔵

三
経
の
一
経
典
で
あ
る
﹃
地
蔵
菩
薩
本
願
経
﹄
に
︑
地
蔵
菩
薩
の
前
世
が
女
性
で

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
変
重
要
な
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
︒
こ
の
こ
と

は
後
に
詳
し
く
ふ
れ
る
が
︑
阿
浪
の
こ
と
と
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
︒

ま
た
︑
渡
浩
一
氏
は
地
蔵
菩
薩
に
つ
い
て
︑
火
印
地
蔵
や
頬
焼
地
蔵
の
説
話
を
紹

介
し
︑
貧
し
く
と
も
心
優
し
い
信
心
深
い
若
い
女
性
を
主
人
公
と
す
る
こ
と
で
︑

最
も
鮮
烈
に
︑
最
も
力
強
く
︑﹁
地
蔵
の
大
悲
に
よ
る
女
人
救
済
の
功
徳
﹂
を
説

い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
女
人
救
済
は
地
蔵
信
仰
の
不
可
欠
の

要
素
﹂
で
あ
り
︑﹁
地
蔵
菩
薩
﹂
が
多
く
の
仏
や
菩
薩
の
中
で
も
﹁
女
人
救
済
に
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と
り
わ
け
深
く
関
わ
る
菩
薩
の
一
つ
﹂
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る(22

)︒
説
話
の
中
の
地

蔵
菩
薩
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
が
︑
地
蔵
菩
薩
が
女
人
救
済
に
深
く
関
わ
る
と

す
る
渡
氏
の
指
摘
は
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
星
野
俊
英
氏
も
同
様
に
︑
地

蔵
の
慈
悲
の
特
徴
と
し
て
世
の
中
の
気
の
毒
な
者
の
中
で
も
か
弱
い
者
ほ
ど
︑
よ

り
一
層
の
慈
悲
を
施
す
と
論
じ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
男
性
よ
り
も
女
性
を
救
い
︑

大
人
よ
り
も
子
ど
も
を
救
う
の
で
あ
る(23

)︒

以
上
︑
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
地
蔵
菩
薩
に
は
様
々
な
利
益
が
あ
る
が
︑

そ
の
中
で
も
女
人
救
済
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
大
き
な
利
益
と
な
っ
て
い
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
︒
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
次
節
で
は
︑
阿
浪

が
地
蔵
菩
薩
へ
と
転
生
し
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
考
察
す
る
︒

二
︑
阿
浪
の
地
蔵
菩
薩
へ
の
転
生
と
救
済

さ
て
︑
こ
の
節
で
は
先
程
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
阿
浪
が
地
蔵
菩
薩
へ
と
転
生
し

救
済
さ
れ
︑
ま
た
︑
救
済
す
る
存
在
へ
と
変
化
す
る
こ
と
を
考
察
す
る
︒
ま
ず
は
︑

こ
の
作
品
内
で
は
注
目
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
︒
そ
れ
が
以
下
︑
引
用
す
る
箇
所
で

あ
る
︒此

時
阿
浪
が
流
せ
る
血
液
︑
草
に
塗
れ
土
に
染
み
て
雨
に
洗
は
れ
ず
︑
風
に

も
消
え
ず
︑
陰
々
と
し
て
雨
降
る
夜
は
︑
燐
火
に
永
き
怨
を
残
せ
り
︒
さ
れ

ば
事
件
の
終
り
て
後
︑
此
地
蔵
を
建
直
し
て
末
世
に
お
浪
を
記
念
の
た
め
︑

地
蔵
の
腰
に
赤
き
布
を
纏
ひ
て
︑
義
烈
の
勇
婦
が
死
様
に
形
ど
れ
り
︒
月
替

り
星
移
り
て
︑
堂
を
拵
へ
賽
銭
を
募
る
に
及
び
︑
布
に
て
は
と
て
紅
絹
に
替

へ
た
り
︒
俗
に
巧
地
蔵
と
称
す
︒
功
力
広
大
無
辺
に
て
︑
癪
気
︑
寸
白
︑
髪

が
濃
く
な
る
︑
皮
膚
が
細
に
な
る
︑
皸
あ
か
切
が
癒
つ
て
安
産
に
最
も
好
と
︑

見
事
に
薬
の
効
能
書
に
拝
ま
れ
て
︑
此
婦
知
る
者
少
な
し
︒
十
月
十
日
が
縁

日
︑
野
良
出
合
の
男
女
手
を
引
き
て
参
詣
引
き
も
切
ら
ず
︑
聞
け
ば
無
理
な

縁
も
結
ん
で
下
さ
る
︒
好
事
の
者
次
手
あ
ら
ば
拝
む
べ
し
︒
死
出
の
松
︑
替

つ
て
浪
木
の
松
と
い
ふ
︒
蓋
し
名
に
因
め
る
を
︑
後
世
誤
り
伝
へ
て
︑
案
内

者
の
曰
く
︑
寛
永
年
間
海
嘯
の
時
︑
此
ま
で
浪
が
来
ま
し
た
と
さ
︒
今
は
唯

並
木
の
松
︒
(三
十
四

傍
線
は
引
用
者
)

こ
の
引
用
文
以
前
に
も
︑
二
十
九
節
で
二
字
下
げ
に
し
て
﹁
〇
黒
幕
切
り
落
し

て
作
者
申
上
げ
ま
す
︒
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
作
品

の
後
半
か
ら
突
然
作
者
が
作
品
内
に
登
場
し
︑
作
品
内
の
状
況
を
説
明
す
る
よ
う

に
な
る
︒
こ
の
引
用
文
に
お
い
て
も
同
様
に
二
字
下
げ
に
し
て
書
か
れ
て
お
り
︑

作
者
の
説
明
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る(24

)︒
さ
ら
に
︑
引
用
文
は
特
に
作
品
の
進

行
に
は
影
響
し
な
い
説
明
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
必
要
の
な
い
文
章
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
作
者
が
わ
ざ
わ
ざ
説
明
書
き
を
入
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
作
者

が
物
語
の
進
行
に
必
要
の
な
い
文
章
を
入
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
必
要
が
な
い
と
考

え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
挿
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
要
素
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
引
用
文
の
直
前
の
内
容
は
︑
阿
浪
が
情
け
容
赦
な
い
拷
問

を
受
け
て
︑
壮
絶
な
死
を
遂
げ
る
場
面
で
あ
る
︒
村
上
氏
も
指
摘
し
て
い
た
よ
う

に
︑
阿
浪
は
鏡
花
好
み
の
男
勝
り
で
気
風
の
良
い
女
性
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る

た
め
に(25

)︑
鏡
花
の
阿
浪
に
対
す
る
愛(26

)と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
か
ら
︑
内
容
の
進
行

か
ら
は
無
駄
と
考
え
ら
れ
る
阿
浪
の
後
日
談
を
挿
入
し
た
と
い
っ
た
解
釈
も
当
然

あ
る
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
阿
浪
に
対
す
る
愛
情
と
す
る
な
ら
救
済
と
考
え
た
ほ
う
が

泉
鏡
花
の
女
人
救
済
の
原
型

(諸
岡
哲
也
)
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良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
物
語
の
進
行
と
は
無
関
係
な
挿
入

を
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
つ
ま
り
︑
阿
浪
が
地
蔵
菩
薩
へ
と
転

生
し
救
済
さ
れ
︑
救
済
す
る
存
在
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ひ
い
て
は
鏡
花
の
仏
教
観
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
︑

後
の
鏡
花
文
学
に
表
れ
る
異
界
に
よ
る
女
性
救
済
へ
と
つ
な
が
る
始
点
と
な
っ
て

い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

具
体
的
に
引
用
文
を
見
て
み
る
と
︑
ま
ず
﹁
血
液
﹂
が
﹁
草
に
塗
れ
土
に
染
み

て
雨
に
洗
は
れ
ず
︑
風
に
も
消
え
ず
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
物
理
的
に
血
が
土
に
染

み
込
ん
で
い
る
た
め
に
消
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
︑

当
然
﹁
怨
﹂
の
強
さ
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
︑
一
節
の
地
蔵
菩
薩
の
箇
所
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
地
蔵
は
元
来
︑
大
地
の
神

で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
阿
浪
が
地
蔵
と
し
て
転
生
す
る
た
め
に
必
要
な
要

素

(
装
置
)
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
事
実
︑
事
件
後
に
﹁
お
浪
﹂
の

﹁
記
念
﹂
の
た
め
に
﹁
義
烈
の
勇
婦
が
死
様
に
形
ど
﹂
っ
た
布
が
用
意
さ
れ
る
︒

時
代
が
下
っ
て
︑
赤
い
布
が
紅
絹
に
替
わ
り
︑﹁
巧
地
蔵
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
る
︒
阿
浪
の
象
徴
で
あ
っ
た
赤
い
布
が
替
え
ら
れ
﹁
地
蔵
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と

は
︑
阿
浪
が
地
蔵
と
し
て
転
生
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑

地
蔵
は
先
述
し
た
よ
う
に
大
地
の
神
な
の
だ
が
︑
正
確
に
は
地
母
神
で
あ
る
︒
つ

ま
り
︑
女
性
な
の
で
あ
る
︒
当
然
阿
浪
は
女
性
で
あ
る
︒
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
で

は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
︑
こ
れ
も
先
に
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
︑

﹃
地
蔵
菩
薩
本
願
経
﹄
に
出
て
く
る
女
性
が
地
蔵
菩
薩
の
前
世
の
姿
で
あ
っ
た
︒

地
蔵
菩
薩
が
女
人
救
済
も
行
う
こ
と
は
指
摘
し
た
︒
地
蔵
菩
薩
と
女
性
が
深
く
関

わ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
こ
の
作
品
に
お
け
る
阿
浪
と
地
蔵
と
の
関
係
も
や
は
り
︑

た
だ
の
偶
然
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
︒
阿
浪
は
死
の
直
前
地
蔵
の
石
仏
を
抱

い
て
絶
命
す
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
や
は
り
︑
阿
浪
と
地
蔵
は
深
く
関

わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
唐
突
に
こ
の
地
蔵
は
様
々
な
利
益
を
人
々
に
与
え
始
め
る
こ
と
も
そ

の
一
つ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
非
業
の
死
を
遂
げ
た
者
︑
さ
ら
に
女
性
で

あ
っ
た
阿
浪
が
救
済
さ
れ
︑
新
た
に
地
蔵
と
し
て
転
生
し
た
か
ら
こ
そ
人
々
に
利

益
を
与
え
始
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
当
然
︑
地
蔵
と
し
て
利
益
を
与
え
る

の
は
救
済
す
る
存
在
と
も
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
︒﹁
無
理
な
縁
も
結
﹂

ぼ
う
と
す
る
こ
と
は
生
前
︑
新
十
郎
を
救
い
出
す
こ
と
も
で
き
ず
最
後
ま
で
添
い

遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
阿
浪
の
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
︒
こ
の
こ
と

も
阿
浪
が
地
蔵
菩
薩
へ
と
転
生
し
︑
救
済
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
証
左

と
な
る
︒
ま
た
︑﹁
此
婦
知
る
者
少
な
し
︒﹂
や
﹁
名
に
因
め
る
を
︑
後
世
誤
り
伝

へ
﹂
ら
れ
て
い
る
と
い
う
表
現
か
ら
︑
阿
浪
の
存
在
は
も
は
や
人
々
の
記
憶
か
ら

忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
ほ
ど
の
月
日
が
経
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る

表
現
で
あ
る
︒
人
々
の
記
憶
か
ら
阿
浪
の
身
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
忘
れ
去
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
る
ほ
ど
に
月
日
が
経
っ
た
わ
け
だ
が
︑
地
蔵
の
利
益
が
失
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
そ
の
利
益
は
増
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
︒
な
ぜ
な

ら
︑
こ
の
地
蔵
は
﹁
無
理
な
縁
﹂
さ
え
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
︒
こ
れ

は
生
前
︑
阿
浪
が
新
十
郎
と
最
後
ま
で
添
い
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め

と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
よ
う
な
無
理
な
要
求
と
も

い
え
る
こ
と
で
も
叶
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
表
現
か
ら
も

阿
浪
が
地
蔵
菩
薩
へ
と
転
生
し
︑
救
済
す
る
存
在
と
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
阿
波
は
﹁
功
力
広
大
無
辺
﹂
で
︑﹁
癪
気
﹂
等
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
七
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)
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解
決
し
て
く
れ
る
救
済
す
る
存
在
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
三
十
五
節
で
阿
波
の
死
後
︑
拷
問
を
行
っ
た
六
右
衛
門
が
小
坪
の
帰
途
︑

﹁
異
様
な
る
四
足
﹂
の
﹁
恐
し
き
物
﹂
を
見
た
と
言
い
︑
寝
込
み
︑
発
熱
し
︑
自

分
は
﹁
地
獄
﹂
へ
堕
ち
る
と
語
る
︒
こ
の
﹁
異
様
な
る
四
足
﹂
の
﹁
恐
し
き
物
﹂

は
阿
波
の
愛
犬
﹁
魔
佗
羅
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
魔
佗
羅
﹂
に
よ
っ
て
︑
六

右
衛
門
は
恐
怖
に
駆
ら
れ
︑
追
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑
阿
波
の

死
に
よ
っ
て
敵
に
復
讐
が
行
わ
れ
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
︑
四
十
節

で
阿
波
の
頭
の
中
に
隠
し
入
れ
て
い
た
﹁
東
の
殿
の
密
書
﹂
を
﹁
魔
佗
羅
﹂
に

よ
っ
て
卯
之
助
の
下
へ
と
届
け
ら
れ
る
記
述
が
あ
り
︑
岩
永
へ
の
復
讐
が
有
利
に

進
め
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
︑
阿
波
の
死
の
怨
み
に
よ
っ
て
︑
復
讐

が
完
遂
さ
れ
る
後
押
し
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
︑
桜
井
徳
太
郎
氏
の
地
蔵
信
仰
に
つ
い
て
の
論
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
︒

氏
は
地
蔵
信
仰
に
つ
い
て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
︒
氏
は
﹁
遊
び
地
蔵
﹂
の

伝
承
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
よ
う
な
仏
教
に
基
づ
く
地
蔵
信
仰
が
︑
な
ぜ
地
域
社
会

に
受
容
さ
れ
︑
在
来
の
土
着
信
仰
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
た
の
か
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
試
み
て
い
る
︒
﹁
遊
び
地
蔵
﹂
と
は
﹁
地
蔵
遊
び
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
が
︑

中
心
に
一
人
の
子
ど
も
を
お
い
て
︑
そ
の
周
囲
を
ぐ
る
ぐ
る
と
廻
る
も
の
で
あ
る
︒

そ
の
際
に
︑
輪
と
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
様
々
な
こ
と
を
唱
え
る
の
で
あ
る
︒
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
言
え
ば
︑
﹁
か
ご
め
か
ご
め
﹂
の
遊
び
で
あ
る
︒
実
は

こ
の
﹁
遊
び
地
蔵
﹂
は
現
在
で
は
遊
戯
と
化
し
て
い
る
が
︑
本
来
は
﹁
神
の
託

宣
﹂
を
求
め
た
﹁
古
代
の
神
事
﹂
で
あ
っ
た
と
考
察
し
て
い
る
︒
桜
井
氏
に
よ
れ

ば
︑
﹁
遊
び
地
蔵
﹂
は
輪
の
中
心
に
入
れ
ら
れ
︑
目
隠
し
を
す
る
子
ど
も
は
地
蔵

に
見
立
て
て
遊
ぶ
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
明
ら
か
に
中
心
に
い
る
子
ど
も
を
寄
坐

と
し
て
地
蔵
を
憑
依
さ
せ
て
︑
神
託
を
伺
う
行
為
で
あ
る
と
す
る
︒﹁
遊
び
地
蔵
﹂

を
宗
教
的
行
事
と
し
て
行
う
場
合
︑
輪
の
中
心
に
い
る
子
ど
も
は
概
ね
﹁
少
女
﹂

で
あ
り
︑﹁
地
蔵
の
像
﹂
を
同
時
に
入
れ
て
開
始
す
る
︒
行
事
に
参
加
す
る
場
合

は
︑
悉
く
﹁
女
性
﹂
で
あ
り
︑
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
﹁
成
人
の
婦

人
層
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
る(27

)︒
以
上
の
こ
と
は
大
変
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
第
一
に
︑
や
は
り
女
性
と
地
蔵
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
︒
第
二
に
︑
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
地
蔵
は
人
に
憑
依
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
︒
地
蔵
は
六
道
の
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
︒
人
に
憑
依
す
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
︑
形
は
ど
う
あ
れ
こ
の
人
間
界
に

も
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
地
蔵
が
﹁
託
宣
﹂
を
行
う
こ
と
を
考
え
れ

ば
︑
そ
れ
は
我
々
衆
生
を
救
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
か
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
︑
地
蔵
が
人
に
憑
依
す
る
と
い
う
行
為
は
︑
同
時
に
阿

浪
を
地
蔵
が
救
済
し
︑
救
済
す
る
存
在
に
変
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
の
傍
証
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

以
上
︑
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
︑﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
は
阿
浪
が
地
蔵
菩
薩
へ
と

転
生
し
救
済
さ
れ
︑
救
済
す
る
存
在
と
な
る
物
語
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
理
由
を
ま
と
め
て
み
る
と
︑
第
一
に
︑
地
蔵
菩
薩
の

本
来
の
姿
が
大
地
母
神
で
あ
る
た
め
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
地
蔵
菩
薩
の
前
世
が
女

性
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
そ
し
て
第
三
に
︑
地
蔵
菩
薩
は
女
人
救
済
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
さ
ら
に
第
四
と
し
て
は
︑
地
蔵
菩
薩
は
少
女
に
憑
依

す
る
た
め
で
あ
る
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
こ
の
よ
う
に
地
蔵
菩
薩
は
女
性
と
深

く
関
わ
っ
て
い
る
仏
で
あ
る
︒
作
品
内
で
も
阿
浪
と
い
う
女
性
と
関
わ
り
︑
無
残

な
死
に
至
っ
た
た
め
に
そ
れ
を
救
済
し
︑
救
済
す
る
存
在
へ
と
変
化
さ
せ
よ
う
と

泉
鏡
花
の
女
人
救
済
の
原
型

(諸
岡
哲
也
)

二
六



し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
に
は
当
然
︑
鏡
花
の
阿
浪
に
対
す
る
想
い
も

あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
と
同
時
に
︑
鏡
花
文
学
に
通
底
す
る
こ
と
に
な
る
薄
幸
な
女
性

が
︑
死
ぬ
こ
と
で
し
か
幸
せ
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
の
原
型
が
こ

こ
で
は
見
出
せ
る
︒

お
わ
り
に

｢
処
女
作
に
は
そ
の
作
家
の
す
べ
て
が
宿
っ
て
い
る
﹂・﹁
作
家
は
処
女
作
へ
と

回
帰
す
る
﹂
と
い
っ
た
言
葉
が
示
す
よ
う
に
︑
鏡
花
の
処
女
作
で
あ
る
﹃
冠
弥
左

衛
門
﹄
に
も
ま
た
鏡
花
の
原
点
の
よ
う
な
も
の
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
一
つ
は
仏
教
的
な
要
素
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
作
品
内
の
現

実
世
界
で
は
薄
幸
な
女
性
が
︑
死
ぬ
こ
と
で
救
わ
れ

(あ
る
種
の
)
理
想
郷
へ
と

旅
立
つ
要
素
で
あ
る
︒
そ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
魔
性
の
存
在
と
し
て
姿
形
を

変
え
て
生
き
な
が
ら
え
る
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
し

て
も
︑
ど
ち
ら
の
要
素
も
女
性
を
救
済
し
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
救
済
す
る
存
在
と

な
る
点
で
は
変
わ
り
は
な
い
︒
こ
の
﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
に
は
鏡
花
文
学
に
通
底
し

て
い
く
も
の
の
︑
そ
の
萌
芽
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ま
で
考

察
し
て
き
た
よ
う
に
︑
阿
浪
は
地
蔵
菩
薩
へ
と
転
生

(仏
教
的
要
素
)
し
︑
救
済

さ
れ

(
異
界
へ
の
旅
立
ち
)
︑
救
済
す
る
存
在
へ
と
変
化
し
た
た
め
で
あ
る
︒
そ

の
意
味
で
も
﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
は
や
は
り
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
︑

戯
作
的
な
作
品
で
あ
る
た
め
に
駄
作
で
あ
る
と
も
言
い
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
だ

ろ
う
︒
鏡
花
文
学
を
理
解
す
る
た
め
に
も
価
値
の
あ
る
重
要
な
作
品
の
一
つ
と
い

え
る
だ
ろ
う
︒

〔

注
︺

(1
)
柳
田
泉
﹁
鏡
花
の
読
み
初
め
﹂
(﹃
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹄﹁
︱
特
輯
︱

泉
鏡
花

の
研
究
﹂
第
二
巻
第
九
号

(第
十
六
号
)

一
九
三
七

(昭
和
十
二
)
年
九
月
一

日
)︒

(2
)
高
田
瑞
穂
﹁
冠
弥
左
衛
門
﹂
(﹃
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹄﹁
鏡
花
作
品
梗
概
と
鑑

賞
﹂
第
十
四
巻
第
五
号

(第
一
五
六
号
)
一
九
四
九

(昭
和
二
十
四
)
年
五
月
一

日
)︒

(3
)
小
池
正
胤
﹁
泉
鏡
花

︱
︱
『冠
弥
左
衛
門
﹄
と
﹃
新
局
玉
石
童
子
訓
﹄﹂
(﹃
国
文

学

解
釈
と
鑑
賞
﹄
第
四
十
四
巻
十
三
号

一
九
七
九

(昭
和
五
十
四
)
年
十
二

月
一
日
)

(4
)
弦
巻
克
二
﹁
鏡
花
の
処
女
作
﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
︱
︱
近
世
文
学
か
ら
の
覘
望

︱
︱
﹂
(﹃
光
華
女
子
大
学
研
究
紀
要
﹄
第
二
十
集

一
九
八
二

(昭
和
五
十
七
)

年
十
二
月
十
日
)︒

(5
)
秋
山
稔
﹁﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
考

︱
︱
泉
鏡
花
の
出
発
︱
︱
﹂
(﹃
国
語
と
国
文
学
﹄

第
六
十
巻
第
四
号

(第
七
一
一
号
)

一
九
八
三

(昭
和
五
十
八
)
年
四
月
一
日
)

及
び
﹁
泉
鏡
花
の
処
女
作
﹁
冠
弥
左
衛
門
﹂
と
真
土
騒
動
﹂
(﹃
神
奈
川
近
代
文
学

館
﹄
第
一
二
二
号

二
〇
一
三

(平
成
二
十
五
)
年
十
月
十
五
日
)︒

(6
)
前
掲
注

(5
)
の
秋
山
論
文
及
び
前
掲
注

(1
)
の
柳
田
論
文
︒

(7
)
前
掲
注

(5
)︒

(
8
)
谷
川
恵
一
﹁﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
に
お
け
る
一
揆
の
イ
メ
ー
ジ
﹂
(﹃
文
学
﹄
第
五
十

一
巻
第
六
号

一
九
八
三

(昭
和
五
十
八
)
年
六
月
十
日
)︒

(9
)
大
野
隆
之
﹁
泉
鏡
花

イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
小
説
の
系
譜

1
﹂
(﹃
論
樹
﹄
第
六
号

一
九
九
二

(平
成
四
)
年
九
月
三
十
日
)︒

(10
)
西
田
谷
洋
﹁
民
権
文
学
か
ら
鏡
花
文
学
へ
﹂
(﹃
イ
ミ
タ
チ
オ
﹄
第
二
十
一
号

一

九
九
三

(平
成
五
)
年
五
月
三
十
一
日
)︒

(11
)
工
藤
雅
規
﹁﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
連
載
の
周
辺

︱
︱
『壬
辰
日
録
﹄
か
ら
見
た
側
面

︱
︱
﹂
(﹃
日
本
文
学
研
究
﹄
第
十
八
号

一
九
七
九

(昭
和
五
十
四
)
年
一
月
二

十
日
)︒

(12
)
弦
巻
克
二
﹁﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
転
載
の
謎
﹂
(﹃
光
華
女
子
大
学
研
究
紀
要
﹄
第
二

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
七
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)

二
七



十
二
集

一
九
八
四

(昭
和
五
十
九
)
年
十
二
月
一
日
)︒

(13
)
関
肇
﹁
泉
鏡
花
の
出
発
と
﹃
日
出
新
聞
﹄
︱
︱
『冠
弥
左
衛
門
﹄
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
﹂
(﹃
京
都
と
文
学

︱
︱
京
都
光
華
女
子
大
学
公
開
講
座
︱
︱
﹄
和
泉
書
院

二
〇
〇
五

(平
成
)
年
三
月
二
十
八
日
初
版
第
一
刷
発
行
)︒

(14
)
奈
良
崎
英
穂
﹁﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
論

︱
︱
作
者
と
語
り
手
を
中
心
に
︱
︱
﹂

(﹃
日
本
文
芸
学
﹄
第
二
十
九
号

一
九
九
二

(平
成
四
)
年
十
一
月
十
五
日
)
及

び
﹁﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
の
語
り
と
時
間
﹂
(﹃
日
本
文
芸
研
究
﹄
第
四
十
四
巻
第
四

号

一
九
九
三

(平
成
五
)
年
一
月
十
日
)︒

(15
)
加
田
謙
一
郎
﹁﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
の
人
物
造
型
と
観
音
信
仰
に
つ
い
て
﹂
(﹃
成
城

国
文
学
﹄
第
十
号

一
九
九
四

(平
成
六
)
年
三
月
二
十
三
日
)︒

(16
)
村
上
栄
子
﹁
幻
想
文
学
に
と
っ
て
美
と
は
何
か

︱
︱
泉
鏡
花
の
場
合
︱
︱
﹂

(﹃
か
な
が
わ
高
校
国
語
の
研
究
﹄
第
三
十
集

一
九
九
四

(平
成
六
)
年
十
月
十

四
日
)︒

(17
)
角
田
旅
人
﹁﹁
冠
弥
左
衛
門
﹂
覚
書
き

︱
︱
『物
語
の
物
語
﹄
断
章
︱
︱
﹂
(﹃
い

わ
き
明
星
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
紀
要
﹄
創
刊
号

二
〇
〇
三

(平
成
十

五
)
年
三
月
三
十
一
日
)︒

(18
)
そ
の
他
︑
鏑
木
清
方
と
鏡
花
の
交
流
か
ら
︑
作
家
と
挿
絵
及
び
挿
絵
画
家
と
の
関

係
を
考
察
し
て
い
る
吉
田
昌
志
氏
の
﹁
泉
鏡
花
と
挿
絵
画
家

︱
︱
鏑
木
清
方

(一
)
︱
︱
﹂
(﹃
論
集

泉
鏡
花
﹄
第
二
集

和
泉
書
院

一
九
九
九

(平
成
十

一
)
年
十
月
十
日
初
版
第
一
刷
)
が
あ
る
︒﹃
冠
弥
左
衛
門
﹄
の
挿
絵
に
つ
い
て
︑

氏
は
﹁
伝
奇
性
を
よ
く
伝
え
﹂
て
お
り
︑﹁
作
品
自
体
の
素
材
内
容
に
見
合
っ
て

い
る
分
だ
け
︑
清
新
さ
を
欠
く
﹂
も
の
と
し
て
ふ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
冠
弥
左

衛
門
﹄
の
単
行
本
が
関
西
で
出
版
さ
れ
た
﹁
挿
話
﹂
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
斉

藤
昌
三
氏
の
﹁
鏡
花
氏
の
処
女
作
﹂
(﹃
愛
書
趣
味
﹄
創
刊
号

一
九
二
五

(大
正

十
四
)
年
十
月
二
十
六
日
)︑
対
談
形
式
に
よ
る
鏡
花
の
初
版
本
の
紹
介
を
し
て

い
る
川
島
幸
希
氏
の
﹁
初
版
本
講
義
①

泉
鏡
花
の
巻
﹂
(﹃
日
本
古
書
通
信
﹄
第

六
十
六
巻
第
十
号

(第
八
六
七
号
)

二
〇
〇
一

(平
成
十
三
)
年
十
月
十
五
日
)

が
あ
る
︒

(19
)
泉
鏡
花
と
仏
教
と
の
関
係
が
こ
れ
ま
で
深
く
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
︑
以
前
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
拙
稿
﹁
泉
鏡
花
﹃
五
大
力
﹄
論

︱
︱

毘
沙
門
・
不
動
二
仏
の
救
済
︱
︱
﹂
(﹃
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科

篇
﹄
第
四
十
四
号

二
〇
一
六

(平
成
二
十
八
)
年
三
月
一
日
)︒
鏡
花
文
学
に

お
い
て
仏
教
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
鏡
花
文
学
の
解
明
の

た
め
に
も
︑
今
後
も
追
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
ろ
う
︒

(20
)
地
蔵
菩
薩
及
び
地
蔵
信
仰
に
つ
い
て
は
︑
塩
入
亮
乗
﹁
地
蔵
菩
薩
﹂
(﹃
大
法
輪
﹄

﹁
特
集
︿
仏
さ
ま
﹀
が
わ
か
る
事
典
﹂
第
七
十
一
巻
三
号

二
〇
〇
四

(平
成
十

六
)
年
三
月
一
日
)︑
鈴
木
雅
子
﹁
地
蔵
菩
薩
の
研
究

︱
︱
地
蔵
信
仰
と
十
王

信
仰
︱
︱
﹂
(﹃
龍
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
﹄
人
文
科
学

第
二
十
一
集

一

九
九
九

(平
成
十
一
)
年
十
二
月
一
日
)︑
渡
浩
一
﹁
地
蔵
菩
薩
と
文
芸

︱
︱

地
獄
の
救
済
者
︱
︱
﹂
(﹃
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹄﹁
特
集

地
獄
・
極
楽
の
文

芸
﹂
第
五
十
五
巻
八
号

一
九
九
〇

(平
成
二
)
年
八
月
一
日
)︑
松
島
健
﹁
地

蔵
菩
薩
像
﹂
(﹃
日
本
の
美
術
﹄
第
二
三
九
号

一
九
八
六

(昭
和
六
十
一
)
年
四

月
十
五
日
)︑
石
川
純
一
郎
﹁
地
蔵
信
仰
と
寺
社
縁
起
︱
村
落
を
越
え
た
庶
民
信

仰
の
問
題
﹂
(﹃
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹄﹁
寺
社
縁
起
の
世
界

寺
社
縁
起
60
篇
﹂

第
四
十
七
巻
四
号

一
九
八
二

(昭
和
五
十
七
)
年
四
月
一
日
)︑
等
︑
多
数
参

照
さ
せ
て
頂
い
た
︒

(21
)
地
蔵
菩
薩
の
前
生
譚
は
い
く
つ
か
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
地
蔵
菩
薩
本
願
経
﹄﹁
忉
利

天
宮
神
通
品
第
一
﹂︑﹁
如
来
讃
歎
品
第
六
﹂
(﹃
大
正
新
脩
大
蔵
経

第
十
三
巻

大
集
部
全
﹄
大
蔵
出
版
株
式
会
社

一
九
二
四

(大
正
十
三
)
年
十
一
月
二
十

日
)
等
︒

(22
)
渡
浩
一
﹁
地
蔵
菩
薩
と
女
人
救
済

︱
︱
火
印

(頬
焼
)
地
蔵
の
こ
と
︱
︱
﹂

(﹃
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹄﹁
特
集

古
典
文
学
に
み
る
女
性
と
仏
教
﹂
第
五
十

六
巻
五
号

一
九
九
一

(平
成
三
)
年
五
月
一
日
)︒

(23
)
星
野
俊
英
﹁
佛
の
中
の
民
主
主
義
者
地
蔵
菩
薩

︱
︱
子
安
地
蔵
に
つ
い
て

︱
︱
﹂
(﹃
大
法
輪
﹄﹁
特
集

佛
様
の
身
元
調
べ
と
ご
利
益
﹂
第
二
十
一
巻
第
四

号

一
九
五
四

(昭
和
二
十
九
)
年
四
月
一
日
)︒

(24
)
前
掲
注

(14
)
の
奈
良
崎
論
文
に
お
い
て
︑
氏
は
﹁
後
世
﹂﹁
今
﹂﹁
後
﹂
と
表
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
︑
語
ら
れ
て
い
る
時
間
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
︒

(25
)
前
掲
注

(16
)
の
村
上
論
文
︒

(26
)
前
掲
注

(4
)
の
弦
巻
論
文
に
お
い
て
︑
氏
は
﹁
鏡
花
の
︿
阿
浪
﹀
へ
の
思
い
や

泉
鏡
花
の
女
人
救
済
の
原
型

(諸
岡
哲
也
)

二
八



り
﹂
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

(27
)
桜
井
徳
太
郎
﹁
本
邦
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
変
質
過
程

︱
︱
と
く
に
地
蔵
信
仰
と
の

習
合
に
つ
い
て
︱
︱
﹂
(﹃
日
本
歴
史
﹄
第
二
六
二
号

一
九
七
〇

(昭
和
四
十

五
)
年
三
月
一
日
)︒
今
回
︑
氏
の
論
よ
り
多
大
な
学
恩
を
賜
っ
た
︒
感
謝
申
し

上
げ
る
︒

〔

付
記
︺

本
文
引
用
に
関
し
て
は
︑
岩
波
書
店
版
﹃
鏡
花
全
集
﹄
(昭
和
六
十
一
年
九
月
か
ら

平
成
元
年
一
月
)
に
拠
り
︑
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
︑
ル
ビ
は
省
略
し
た
︒

(
も
ろ
お
か

て
つ
や

文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
)

(指
導
教
員
：
坂
井

健

教
授
)

二
〇
一
八
年
九
月
二
十
六
日
受
理

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
七
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)

二
九


