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近
世
文
学
と
仏
教
思
想
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
中
古
や
中
世
文
学
と
仏
教
思
想
と
の
関
係
ほ
ど
緊
密
で
は
な
い
。
そ
れ
は

一
つ
は

時
代
の
趨
勢
で
も
あ
り
、
又
、
仏
教
思
想

に
か
わ

っ
て
、
儒
教
思
想
や
国
学
思
想

の
台
頭
が
、
両
者

の
距
離
を
隔
て
た
と
い
う
言

い
方

も
出
来
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
近
世
文
学
と
仏
教
思
想
が
、
中
古
や
中
世
文
学
と
仏
教
思
想
ほ
ど
緊
密
で
な
い
と

い
う
の
は
、
仏
教

的

な
も
の
が
主
人
公
や
登
場
人
物

の
思
惟

の
中
核
を
占
め
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
素
材
や
作
品
の
構
成
に
は
、
も
ち
ろ

ん
仏
教
説
話
や
仏
教
関
係
書
籍
か
ら
採
取
し
て
い
る
も
の
は
無
数
に
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
が
、
む
し
ろ
、
そ
の
取
り
扱

い
方
に
お

い
て
、
中
古
や
中
世
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
西
鶴
な
ど
に
お

い
て
も
僧
侶
や
仏
教
に
か
か
わ
る
儀
式
等
を

ア
イ

ロ
ニ
カ
ル
に

滑
稽
嘲
笑
す
る
方
向
で
描
く
場
合
が
多
い
。

秋
成
に
し
て
も
、

彼
の
初
期
浮
世
草
子

『諸
道
聴
耳
世
間
猿
』
や

『
世
間
妾
形
気
』
で

は
、
仏
教
的
素
材
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
の
近
世
仏
教
の
世
態
を
リ
ア
ル
に
描
く
こ
と
に

一
種
の
ア
イ

ロ
ニ
ー
を
こ
め
て
、
嘲
笑
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
も
の
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
近
世
と
い
う
時
代

の
仏
教
的
な
る
も
の
が
体
制
の
中

に
組
織
化
さ
れ
、
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す
る
も
あ
り
。
皆
い
た
づ
ら
事
に
し
て
糊

口
の
た
め
の
み
と
そ
思
は
る
る
。

こ
こ
に
は
、
仏
教
そ
の
も
の
の
教
義
か
ら
逸
脱
し
た
い
わ
ば
職
業
化
し
た
僧
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
自
分

の
糊

臼
、
生
活

の
た
め
に
、

法
談
義
を
す
る
僧
侶
、
だ
か
ら
、
高
坐
に
上

っ
て
い
る
時
は
雄
弁
に
有
難
そ
う
に
説
教
し
て
い
て
も
、
坐
を
お
り
る
と
全
く
の
俗
民
に

す
ぎ

ぬ
と
い

っ
た
把
え
方

に
、
秋
成
の
リ
ア
ル
な
眼
が
あ
る
。

　
そ
う
い
っ
た
認
識
を
大
前
提
に
し
て
、
秋
成
の
通
俗
仏
教
批
判
は
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
が
、
従
来

の
解
釈
の
如
く
、
仏
教
そ
の

も

の
を
秋
成
は
否
定
し
た
、
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
我

々
は
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
そ

こ
で
以
下
、
秋
成
の
代
表
作
で
あ
る

『
雨
月
物
語
』

の

「白
峰
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
秋
成
が
崇
徳
院
に
与
え
た

「宿
世
の
業
」
と
い
う
言
葉
を
中
心
に
秋
成
の
人
間
認
識

の
様
態
を
探

っ
て
み
た
い
と
思
う
。

廟

　

我

々

は

漠

然

と

し

た

形

で

仏

教

思

想

な

る

語

を

用

い

て

い

る

。

秋

成

の
思

惟

構

造

の
中

に

は

確

か

に

仏

教

的

な

る

思

惟

の

影

が

色

濃

く

落

ち

て

い

る

こ

と

は

誰

も

認

め

る

と

こ

ろ

で

は

あ

る

が

、

で

は

、

い

か

な

る

も

の

を

我

々

は

仏

教

的

な

る

思

惟

と

し

て

い

る

か

の

吟

味

か

ら

始

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

思

う

。

　

こ

こ

で

は

『
雨

月

物

語

』

の

中

の

「
白

峰

」

を

中

心

に

、

そ

の

仏

教

的

思

惟

の

片

影

を

考

え

て

み

た

い
。

ま

ず

『
雨

月

物

語

』

の

序

文

を

見

よ

う

。

　

　

　

ハ

シ
テ

　ヲ

　
シ
テ

　

ミ

　

ヲ

　
　
ハ

シ
テ

　
ヲ

　
シ
テ

　

ス
ル

　
ニ

　
　

シ

ニ

ノ

　

ル

　
　
ジ

シ
テ

ル
ニ

　
ヲ

　

　
と

　

　

羅

子

撰

二
水

濫

凶

而

三

世

生

二
唖

児

鱒

紫

媛

著

二
源

語

鱒

而

一
旦

堕

二
悪

趣

一
者

。

蓋

為

レ
業

所

レ
偏

耳

。

然

而

観

二
其

文

鱒

各

々

奮

二
奇

　

　

ヲ
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ニ
　
　
　
　
シ
　
　
　シ
　
　
　ム
ル
　
ム
　
ノ
　
　
　ヲ
シ
テ
　
　
　タ
ラ
　
　
　
　
シ
　
　ラ
ル
　
セ
　
　
　
　ヲ
　
　
　
　
　ユ　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
テ
　
ヲ
　ヰ

　

　

態

輔

瞬

瞬

逼

レ
真

。

低

昂

宛

転

。

令

二
読

者

心

気

　

洞

越

一
也

。

可

レ
見

レ
鑑

二
事

実

干

千

古

一
焉

。

余

適

有

二
鼓

腹

之

閑

話

鱒

衝

レ
ロ
吐

　

　

ス
　
　
　
　
キ
　
　
　フ
　
　
　ラ
　
テ
　
　
　
　
　
ト
　
　
　チ
　
　
　
　ス
ル
　
ヲ
　
　モ
　
　
　ヨ
ジ
　
ユ
　
　
ル
　
　
ハ
　
　
ト
　
　
　
　
　
　ケ
ソ
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ヲ

　

　

出

。

雑

雛

竜

戦

。

自

以

為

二
杜

撰

輔

則

摘

二
読

之

一者

。

固

当

レ
不

レ
謂

レ
信

也

。
豊

可

レ
求

一一醜

唇

平

鼻

之

報

一哉

。
明

和

戊

子

晩

春

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ペ
キ
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ハ
　
レ
　
ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ　
　
　
シ
テ
　
　テ
ア
タ
フ
　
　
　
エ　
　
　
シ
テ
　
フ
ト
　
　
　
　
　
　
　ト　
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス　
　

　

　

雨

霧

月

朦

朧

之

夜

。

窓

下

編

成

。

以

界

二
梓

氏

司
題

日
二
雨

月

物

語

噌

云

。
勢

枝

奇

人

書

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

④

　

ま
ず

、

こ

の
引

用

で
、

注

目

す

べ
き

は

「
業

」

と

い
う

そ

れ

で
あ

ろ
う

。

こ

の
冒

頭

の
部

分

は
中

世

以

来

の
伝

統

を

継

承

し
た

も

の

で
あ

っ
た

に

し

て
も

、

基

本

的

に

「
業

の
思

惟

」

が

受

け

継

が

れ

て

い

る

こ
と

は
見

の
が

せ
な

い
。

羅

貫

中

や
、

紫

媛

の
そ

れ

は

い
わ

ゆ

る
仏

教

の
因

果

応

報

の
思

考

様

式

を

踏

襲

し

た
も

の

で
あ

る
。

羅

貫

中

の

三
世

唖

児

を

生

む

と

い
う

伝

承

は
例

え

ば

中

国

の

『
西

湖

遊

覧

志

余

』

巻

二
十

五

や

『
続

文
献

通
考

』

巻

百

十

七

に
う

か

が

わ

れ

る

俗

説

で

あ

り
、

当

時

一
般

的

な
思

考

形

態

で
あ

っ
た
と

い

う

。

紫

式

部

の
堕

地

獄

に

つ

い
て

は

『
今

物

語

』

や

『
宝

物

集

』

な

ど

に
受

容

さ

れ

て
き

た
話

で
あ

る
。
　

『
宝

物

集

』

で

は

　

　

紫

式

部

が

そ

ら

ご

と

を

も

つ
て
源

氏

物

が

た

り
を

つ
く

り

た

る

つ
み

に

ょ

り

て
、

地

獄

に

お

ち

て
く

げ

ん

し

の
び

が

た
き

よ

し
、

　

　

人

の
夢

に
み

え

た

り
け

り

と

て
、

寄

よ

み

ど

も

の
よ

り

あ

ひ

て
、
　

一
日

経
書

て

供
養

し

け

る

は
、

お

ぼ

え

給

ふ
ら

ん
物

を

た

父

　

　

し
、

た
と

え

ば

狩

人

の
鹿

を

お

ひ
う

し

な

ひ

て
、

是

よ

り
鹿

や

ゆ

き

つ
る

と

と

は

ん

に
、

あ

の
草

の
中

に

あ

り
と

は

し
れ

共

、

　

　

し
ら

ず

と

い

は

ん

は
そ

ら

ご

と

に
あ

る
べ

か
ら
ず

。

仏

ゆ

る

し
給

ふ
也

。

す

べ

て

か

よ

ふ

な

る
そ

ら

ご

と

は
、

と

が

に
成

べ

か
ら

　

　
ず

、

こ

の
外

の
そ

ら

ご

と

は
、

よ

く

く

つ

x
し

み
給

ふ
べ

し

。

こ

の
ゆ

へ
に
、

仏

(
は
)

無

虚

妄

と

い

ひ
、

論

言

あ

せ

の
ご

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
、

天

子

は

二
言

な

し

な
ど

は
申

た

る
也

。

こ
れ

を

も

つ

て

五
戒

の
大

意

と

な
す

な
ど

と

述

べ

て

い

る
。

が

、

秋

成

は
後

年

「
秋

山
記

」

の
中

で
、

　
　

か
の
式
部
と
か
は
、
あ
と
な
し
ご
と
ゆ
ゑ
く

し
く
作
出
で
た
る
報
に
、
お
そ
ろ
し
き
所

に
つ
な
が
れ
、
永
劫
の
苦
し
み
を
う
け

　
　

た
る
ぞ
か
し
。
も
ろ
こ
し
に
て
も
、
斯
様
の
こ
と
書
け
る
者
の
報
な
ん
い
と
罪
深
し
か
し
。
羅
子
が
三
代
ま
で
唖
子
を
う
み
し
な

　
　
　
　
　

⑥

　
　
ど
も
言
ふ

な
ど
と
と
ら
え
、
そ
れ
も

「
か
ま

へ
て
信
ず
る
ま
じ
き
文
ぞ
」
と
否
定
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
因
果
応
報
と
い
う

こ
と
が
、
文

章
の
巧
み
さ
に
よ

っ
て
う
そ
を
飾
り
た
て
人
を
手
玉
に
と

っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
な
ら
、

こ
こ
に
記
さ
れ
て
、
悪
趣
に
落

つ
る
と
い

4
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う

伝
説
も
又
、
そ
れ
な
り
に
狂
言
綺
語

の
そ
れ
に
よ

っ
て
の
罪
で
あ

っ
た
。
作
者
は
、
そ
れ
を

「構
え
て
信
ず
る
な
し
と

い
う
拒
否
の

心
を
抱
き
つ
つ
も
、

一
方
で
は
、　

「
み
つ
か
ら
お
も

へ
ら
く
杜
撰
な
り
」
だ
か
ら

「あ
に
醜
暦
平
鼻
の
報
を
求
む
べ
け
ん
や
し
と
言

い

つ
つ
、
最
後

に

「勇
枝
碕
人
」

の
ペ
ン
ネ
:
ム
を
用

い
る
こ
と
で
己
れ
の
作
品

へ
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
自
負
を
暗
に
示
す
た
め
の
便
法

と

し
て

「業
」
と

い
う
仏
教
語
を
用

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
四
歳
に
し
て
自
ら
受
け
た
肉
体

へ
の
禍
根
を
逆
手

に
使
う
こ
と
で
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、
序
文
の

「醜
屑
平
鼻
」
の
こ
と
ば
は

『
妙
法
蓮
華
経
』
普
賢
菩
薩
勧
発
品
第
二
十
八

「
醜
層
平
鼻
」
の
こ

と
ぽ
に
よ
る
。
か
く
し
て
秋
成
の

「業
」
の
認
識
は
、
秋
成
に
と

っ
て
都
合
の
よ
い
格
好
の
論
理
で
あ

っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、　
『
雨
月
物
語
』

の
中

の
冒
頭

の

「白
峰
」
は
、

　
　
あ
ふ
坂

の
関
守
に
ゆ
る
さ
れ
て
よ
り
、
秋
こ
し
山
の
黄
葉
見
過
ご
し
が
た
く
、
浜
千
鳥
の
跡
ふ
み

つ
く
る
鳴
海
が
た
、
不
尽
の
高

　
　
嶺

の
煙
、
浮
島
が
は
ら
、
清
見
が
関
、
大
磯
小
い
そ
の
浦
く

、
む
ら
さ
き
艶
ふ
武
蔵
野
の
原
、
塩
竈
の
和
た
る
朝
げ
し
き
、
象

　
　
　
　
あ
ま　　
と
ま

　
　
潟

の
蟹
が
苫
や
、
佐
野
の
舟
梁
、
木
曽
の
桟
橋
、
心
の
と

父
ま
ら
ぬ
か
た
ぞ
な
き
に
、
猶
西
の
国
の
歌
枕
見
ま

ほ
し
と
て
、
仁
案

　
　
　
　
　
　

⑧

　
　
三
年

の
秋
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

いた
わり

で
始
ま
る
。

こ
の
部
分

の
末
尾
に

「草
枕
は
る
け
き
旅
路

の

労

に
も
あ
ら
で
、
観
念
修
行
の
便
せ
し
庵
な
り
け
り
」
と
あ
る
。
が
、

そ
も
そ
も
観
念
修
行
と
は
、
西
行
に
と

っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も

つ
の
か
。
例
の
鴨
長
明
は

『
方
丈
記
』
の
中
で
、　

「観
念
の
た
よ
り

　
　
　
　
　
　
　

　

な
き
に
し
も
あ
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
た
、
観
念
と
は
、
「
真
理
や
仏
体
を
観
察
思
念
す
る
し
こ
と
を
言
う
わ
け
で
あ

る
が
、

善
導
に
は

『観
念
阿
弥
陀
仏
相
海
三
昧
功
徳
法
門
』

一
巻
が
あ
り
、　

「観
無
量
寿
経

・
般
舟
三
昧
経
な
ど
に
よ

っ
て
、
阿
弥
陀
仏
を
観
念
す
る
行

相

や
作
法
、
あ
る
い
は
そ
の
功
徳
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
初
め
に
三
昧
の
行
相
、
次
に
滅
罪
そ
し
て
護
念

・
見
仏

・
摂
生

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

証

正
の
五
縁

の
功
徳
を
示
し
、
最
後
に
修
行
に
勤
め
る
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
諸
国
の
歌
枕
を
求
め
旅
を
す
る
僧
が
、
都
か

ら
東

へ
あ
る
い
は
西
へ
と
行
脚
す
る
や
が
て
、
讃
岐
の
国
に
渡
り
、
そ
こ
に
庵
を
結
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
の
庵
で
、
僧
は
観
念
修
行
す

5







　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轡

か
れ
て
こ
し
船

の
や
が
て
む
な
し
く
な
り
に
け
る
か
な
　
幸
し
く
も
ま
う
で
つ
る
よ
」
と
答
え
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、

西
行
は

　
　

さ
り
と
て
い
か
に
迷
は
せ
玉
ふ
や
。
濁
世
を
厭
離
し
玉
ひ
つ
る
こ
と
の
う
ら
や
ま
し
く
待
り
て
こ
そ
今
夜
の
法
施
に
随
縁
し
た
て

　
　

ま
っ
る
を
現
行
し
玉
ふ
は
あ
り
が
た
く
も
悲
し
き
御
こ
蕊
う
に
し
待
り
ひ
た
ぶ
る
に
隔
生
即
忘
し
て
、
仏
果
円
満
の
位
に
昇
ら
せ

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さめ
　
⑰

　
　

玉

へ
と
情
を
つ
く
し
て
諌
奉
る

　

こ
こ
は
、
西
行
が

一
段
高

い
立
場
に
た

っ
て
、
帝
に
対
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
崇
徳
院
が
亡
霊
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
や
も
し
れ

ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
西
行
に
し
て
み
て
も
、
全
く
予
測
し
得
な
か

っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま

い
。
何
故
な
ら
冒
頭
か
ら

の
展
開
の
設
定
、

我

々
に
は
あ
る
種

の
予
感
と
期
待
を
抱
か
せ
る
。
そ
の
故
に
、
西
行
は
即
刻
、　

「隔
生
即
忘
し
て
仏
果
円
満
の
位
」

に
昇
る
こ
と
を
、

常

に
要
請
し
得
た
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
、
崇
徳
院
の
亡
霊
は
、
そ
ん
な
単
純
な

一
筋
縄
で
消
え
去
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
の

で
あ

る
。

怨
ら
み
と
復
讐
心
に
燃
え
る

大
魔
王
と
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、

西
行
の
言
辞

は
や
や
性
急
す
ぎ

る
。

だ
か
ら
、
新
院
は

　
　
呵
く

と
笑
は
せ
給
ひ
、
汝
し
ら
ず
、
近
来
の
世
の
乱
は
朕
な
す
事
な
り
。
生
き
て
あ
り
し
臼
よ
り
魔
道
に
ご
x
ろ
ざ
し
を
か
た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
乱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　

　

ぶ
け

て
、

平
治

の
乱

を
発

さ

し

め
、

死

て
猶

朝

家

に
崇

を

な
す

、

見

よ

ノ
＼

や
が

て

天
が

下

に
大

乱

を
生

ぜ

し

め

ん

と
。

新

院

は
、

万
乗

の
君

の
位

に

つ
き

な
が

ら
も

、

人

間

と

し

て
、

こ

の
世

に
生

を
受

け

た
、

と

い
う

そ

の

一
点

に

お

い
て
免

か
れ

る

こ

と

の
出
来

ぬ
煩

悩

の
炎

の
中

に
陥

こ

ん

で
行

く

こ

と

に

な

る

の

で
あ

る
。

即

ち

「
生

き

て
あ

り

し

日

よ

り
魔

道

に

ご

玉
ろ
ざ

し
を

か

た

ぶ

け

て
」

と
自

ら

言
う

如

く

、

そ
う

い

っ
た
状

況

に

お

ち

こ

ま
ざ

る

を
得

な

か

っ
た

人

間
世

界

の

し
が

ら

み

を
、

後

々
、

西
行

の
詰

問

の
前

に
吐

露

し

て

い
く

こ
と

に
な

る

の
で

あ

る
。

そ

こ
で
、

西

行

は

　

　

こ

x
う

み

に
討

ね
請

す

べ

し
。

そ

も
保

元

の
御

謀

判

は

天

の
神

の
教

玉

ふ

こ

と

わ

り

に

も
違

は

じ

と

て

お
ぼ

し
立

せ

玉

ふ

か
。

又
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た
ば
かり
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
　
　

み
つ
か
ら
人
欲
よ
ヴ
計
策
玉
ふ
か
。
詳
に
告
せ
玉

へ
と
奏
す
。

　
　
　

か
く
、
新
院
は
西
行
に
よ

っ
て
、
己
の
盲
点
を
つ
か
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
御
け
し
き
か
わ
ら
せ
給
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
は
み

　
　
　
　

汝
聞
け
、
帝
位
は
人
の
極
な
り
。
若
人
道
上
よ
り
乱
す
則
は
、
天
の
命
に
応
じ
、
民
の
望
に
順
ふ
て
是
を
伐

つ
。
抑
永
治
の
昔
、

　
　
　
　

犯
せ
る
罪
も
な
き
に
父
帝
の
命
を
恐
み
て
、
三
歳
の
体
仁
に
代
を
禅
り
し
心
、
人
欲
深
き
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
体
仁
早
世
ま
し
て

　
　
　
　

は
朕
皇
子
の
重
仁
こ
そ
国
し
ら
す
べ
き
も
の
を
と
、
朕
も
人
も
思
ひ
を
り
し
に
美
福
門
院
が
妬
み
に
さ

へ
ら
れ
て
、
四
の
宮
の
雅

　
　
　
　
　
　
う
ば

　
　
　
　

仁
に
纂
は
れ
し
は
深
き
怨
に
あ
ら
ず
や
。
重
仁
国
し
ら
す
べ
き
才
あ
り
。
雅
仁
何
ら
の
う
つ
は
物
ぞ
。
人
の
徳
を
え
ら
ぽ
ず
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
め

　
　
　
　

天
が
下
の
事
を
後
宮
に
か
た
ら
ひ
給
ふ
は
父
帝
の
罪
な
り
し
。
さ
れ
ど
世
に
あ
ら
せ
給
ふ
ほ
ど
は
孝
信
を
ま
も
り
て
、
勤
色
に
も

　
　
　
　

出
さ
ざ
り
し
を
、
崩
さ
せ
給
ひ
て
は
い
つ
ま
で
あ
り
な
ん
と
武
き
こ
鼠
ろ
ざ
し
を
発
せ
し
な
り
。

　
　
　

こ
こ
に
は
、
人
間
崇
徳
院
の
自
己
正
当
化
の
論
理
が
堂
々
と
展
開
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
院
の
論
理
は

一
々
も

っ
と
も
で
あ
り
、
そ

　
　

の
心
情
は
察
し
て
あ
ま
り
あ
る
、
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
が
、
院
は
更
に
、
そ
の
自
ら
の
論
理
を
更
に
補
強
す
る
。

　
　
　
　

臣
と
し
て
君
を
伐
す
ら
、
天
に
応
じ
民
の
望
に
し
た
が

へ
ば
、
周
八
百
年
の
創
業
と
な
る
も
の
を
、
ま
し
て
し
る
べ
き
位
あ
る
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
しな
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　

に
て
、
牝
鶏
の
農
す
る
代
を
取

っ
て
代
ら
ん
に
、
道
を
失
ふ
と
い
ふ
べ
か
ら
ず

　
　
　

こ
こ
に
於
い
て
、
崇
徳
院
は
、
孟
子
の
覇
道
革
命
の
考
え
方
に
従

っ
て
易
姓
革
命
の
正
当
性
を
述
べ
、　
「
牝
鶏

の
朝
」
す
る
代
に
、

　
　
と

っ
て
代
わ
ろ
う
と
す
る
戦
い
が
、
保
元
の
乱
で
あ

っ
た
の
だ
と
、
こ
の
戦
い
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

っ
た
。

想思教
　

　

　

　
　

　

　

　

　
三

昂蝉

の
み
な
ら
ず

こ
こ
で
、
帝
は
逆
に
西
行
の
依
り
所
に
し
て
い
る
、
仏
教
ξ

い
て
、
強
く
反
駁
す
る
。

甜

　

汝
家
を
出
て
仏
握

し
・
黍

解
脱
の
私
慾
を
願
ふ
心
よ
低

人
道
を
も
て
因
果
に
引
き
入
れ

舞

の
を
し

へ
を
釈
門
に
混
じ

9



　
　

て
朕
に
説
く
や

　

こ
の
批
判
は
実
に
痛
烈
で
あ
る
。
西
行
の
所
行
を

「
仏
に
婬
し
た
」
も
の
と
し
て
把
え
、　
「未
来
解
脱
を
願
う
心
」
を
私
慾
と
断
じ

る

の
で
あ
る
。

こ
こ
は
、
秋
成
の
仏
教
観

の
一
つ
の
披
涯
と
受
け
と
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
仏
教
に

つ
い
て
の
考
え
方

を
、

ど
う
解
釈
す
る
か
は

「
白
峰
」

一
篇

の
理
解
に
も

か
か
わ

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

重
友
毅
氏
は

『
秋
成
の
研
究
』

の
中
の

「
『白

峰
』
と

『
血
か
た
び
ら
』
」
の
中
で
、
「
白
峰
」

一
篇

の
構
成
の
不
備
を
指
摘
し
て

「
西
行
の
そ
の
よ
う
な
任
務
を
お
び
て
の
登
場
に
も

一
応

無
理
な
ら
ぬ
も
の
が
あ

っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
作
者
が
そ
の
際
に
お
か
し
た
失
策
は
、
そ

の
西
行
が
ほ
か
な

ら
ぬ
仏
教
徒
で
あ
る
こ
と
に
、
や
が
て
気
づ

い
た
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
こ
れ
を
押
切

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
仏
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
立
場
の
根
底
を
儒
教
本
来
の
思
想
に
お
く
と

い
う
不
自
然
を
お
か

さ
せ
る
こ
と
に
も
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
難
点
は
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
作
者
が
晩
年
に
到
達
し
た
思
想
か
ら
す
れ
ぽ
、
当
然
排
撃
さ

れ
て
然
る
べ
き
仏
教
に
よ
る
悪
影
響
に
つ
い
て
は
、

一
指
も
触
れ
得
な
い
立
場
に
く
く
り

つ
け

て
し
ま

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
と

い

っ
た
極
め
て
偏

っ
た
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
見
解
が
為
さ
れ
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
秋
成
研
究
の
依

っ
て
立

つ
処
、

即
ち
、
秋
成
の
思
想
11
真
淵
国
学
思
想

の
影
響
す
る
も
の
、
と

い
っ
た
単
絡
的
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

氏

の
論

の
中

の

「作
者
が
晩
年
に
到
達
し
た
思
想
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
排
撃
さ
れ
て
然
る
べ
き
仏
教
に
よ

る
悪
影
響

に

つ

い
て

は
云

云
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、

一
体
、
作
者
が
晩
年
に
至
り
つ
い
た
思
想
を
ど
う
理
解
さ
れ
た
の
か
、
や
は
り
、
こ
こ
は
鷲
山
樹
心
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

の
言
わ
れ
る
如
く

「国
学
者
す
な
わ
ち
反
儒
仏
論
者
と
い
う
単
純
な
図
式
」
に
よ
る
発
想
と
指
摘
さ
れ
て
も
致
し
方

の
な
い
不
容
易
な

見
解
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
私
は
、
秋
成
に
仏
教
と
り
わ
け
て
、
習
俗
と
化
し
た
仏
教
の
あ
り
方
に
痛
烈
な

批
判

の
あ

っ
た
こ
と
を
充
分
認
め
る
立
場
に
立

つ
。
だ
か
ら
、
新
院
が
西
行
に

「汝
家
を
出
て
仏
に
婬
し
、
未
来
解
脱
の
利
欲
を
願
ふ

心
よ
り
、
人
道
を
も
て
因
果
に
引
入
れ
し
と
い

っ
た
反
駁
を
示
し
た
、
こ
と
に
、
そ
れ
な
り
に
背
後
に
意
味
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
も
の

10



近世文学と仏教思想

と
考

え
る
。
が
、
し
か
し
、
新
院
が

「未
来
解
脱
を
私
慾
だ
」
と
し
か
把
え
得
な

い
と
こ
ろ
に
、
新
院
が
人
慾
の
し
が
ら
み
に
お
い
て
し

か
、

西
行
の
そ
れ
を
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
新
院
自
ら
の
限
界
が
逆
に
顕
わ
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
あ

っ
て
、
そ
れ

は
、　
『
評
釈
』
が
示
す
如
く

「
作
者
は
西
行
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
な

エ
ト
ス
と
上
皇
の
怨
念
の
間
に
葛
藤
を
設
定
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
上
皇
の

『
人
欲
』
を
具
象
化
し
て
い
る
が
、

こ
の

『
人
慾
』
と
い
う
語
に
は
、
当
時

の

一
般
的
な
語
義
を
超
え
た
、
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊧

固
有

の
実
体
に
対
す
る
認
識
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
添
加
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い

い
だ

ろ
う
。」
と
い
っ
た
解
釈
が
極

め
て
問
題

の
核
心

を

つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
た
だ
、　
『
評
釈
』
は
、
秋
成
が
国
学
か
ら
得
た
見
識
を
、
西
行
と
院
に
二
分
化
さ
せ
、
葛
藤
化
し
劇
化

し
て

い
る
、
も
の
と
の
前
提
に
立

っ
て
い
る
点
、
私
と
し
て

一
概
に
す
べ
て
賛
意
を
表
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、

私
は
、　
『
評
釈
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

の

「人
慾
と
い
う
語
に
は
当
時

一
般
的
な
語
義
を
超
え
た
、
人
間
内
部
の
固
有
な
実
体
に
対
す
る
認
識
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
添
加
」
さ
れ

て

い
た
と
さ
れ
る
点
を
こ
そ
評
価
し
た
い
。
そ
れ
は
、

い
み
じ
く
も
、
西
行
を
し
て
書
わ
し
め
た
、
例
の

「
万
乗

の
君
に
て
わ
た
ら
せ

給
ふ
さ

へ
、
宿
世
の
業
と
い
ふ
も
の
の
お
そ
ろ
し
く
も
そ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
云
云
」

の
部
分

の

「
宿
世
の
業
」

こ
そ
、
そ
れ
は
、　

「
人

慾
」
と
根
太
く
結
合
し
て
い
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
と

こ
ろ
で
、
秋
成
は
、
先
に
も
見
た
如
く
、
独
特
な
仏
教
観
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ぽ

『
金
砂
』
に
、　

「
仏
の
法

は
無
辺
無
量
の
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

徳
を
得
ば
や
の
情
欲
の
煩
ひ
よ
り
、
し
る
し
な
き
瑞
を
え
ら
び
取
て
云
云
」
と
述
べ
て
い
る
如
く
、
仏
を
信
ず
る
と

い
う
こ
と
に
よ

っ

て
無
辺
無
量
の
福
徳
が
得
ら
れ
る
と
い
う
言
葉

に
深
く
染
み
つ
い
て
行
く
当
時

の
人
々
の
姿
に
欲
情
的
妄
信
の
そ
れ
を
見
て
し
ま
う
、

秋
成

の
冷
や
か
な
醒
め
切

っ
た
眼
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
く
見
て
く
る
と
、　
「
白
峰
」

の
中

で
、
崇
徳
院
が
、
西
行
に
投
げ
つ
け
た
罵
倒
の
言
辞
も
、
西
行
の

一
徹
さ
に
や
や
滑
稽
さ
を
示
す
た
め
に
、
秋

成
が
仏
教
理
解

の

側
面
を
吐
露
し
た
と
も
読
め
る
趣
を
示
し
て
い
る
。
『評
釈
』
で
は

「『
白
峰
』
で
秋
成
が
意
図
し
た
も
の
の

一
つ
は
、
保
元
の
乱
か
ら

平
治

の
乱
更
に
来
る
べ
き
治
承

・
寿
永
の
平
氏
滅
亡
に
至
る
ま
で
の
歴
史
の
変
転
を
、
新
院
の
怨
念

に
よ

っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
事
態
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で
あ
る
と
す
る
、

い
わ
ば
物
語
史
観
の
披
涯
で
あ
り
、
更

に
別
の

一
つ
は
、
新
院
と
西
行
の
舌
戦
を
通
し
て
、
王
道

の
理
と
革
命
思
想

と
を
か
み
あ
わ
せ
、
否
め
ら
れ
た
儒
教
の
革
命
論
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
古
く
直
き
人
の
道
を
主
張
す
る
こ
と

で

あ

っ
た
。
L
と
述

べ

て
い
る
。
確
か
に
、

こ
こ
の
展
開

は
、
そ
う
し
た
解
釈
で
い
い
の
で
あ

ろ
う
が
、
今
少
し
く
考
え
て
み
る
に
、
西
行

の
論
、
即
ち
崇

徳
院
説
得
の
そ
れ
に
は
、
や
や
性
急
な
あ
る
い
は
強
引
な
と
こ
ろ
が
め
だ
ち
す
ぎ
る
や
に
受
け
取
れ
る
。
作
者
は
崇

徳
院
の
論
と
西
行

の
論
と
を
並
列
さ
せ
、
葛
藤
さ
せ
つ
つ
、
ど
ち
ら
に
、
自
分
の
思
考
を
重
ね
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
と
も
す
る
と
、
西
行
の
崇
徳
院

批
判
に
そ
の
意
図
を
強
く
認
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強

い
よ
う
な
の
で
あ
る
が
、
私
は
、
む
し
ろ
、
大
魔
王
と
化
し
た
崇
徳
院
の
姿
、

あ
る
い
は
そ
の
主
張
こ
そ
、
秋
成
の
人
間
理
解
と
つ
な
が
る
部
分
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん

『
評
釈
』
が
述
べ
る
よ
う
に

「
白

峰
を
支
え
て
い
る
も
の
は
、

秋
成
の
学
問
で
あ
り
、

知
識
で
あ
り
、

国
学
的
思
想
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
い
い
。

加
藤
宇
万
伎

の
指
導

と
、
ひ
た
す
ら
な
勉
学
に
よ

っ
て
よ
う
や
く
国
学
の
眼
を
開
か
れ
た
秋
成
は
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
歴
史
的
事
実
を

ふ
ん
ま
え
て
、
わ

が
国
古
代
精
神
の
真
髄
を
儒
教
本
来

の
姿
と
を

「王
道
」
に
お
い
て
見
よ
う
と
す
る
。
わ
が
国
体
は
い
や
し
く
も
天
照
皇
大
神
の
さ
と

し
に
基
づ
く
神
な
が
ら
の
道
で
あ
り
、

一
人
の
人
欲
を
も

っ
て
、
わ
た
く
し
す
べ
き
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
又
、
孟
子
的
な
易
姓
革
命

の
思
想
を
も

っ
て
、
こ
れ
に
立
向
う
べ
き
も
の
で
も
な
い
と
す
る
の
が
そ
の
主
旨
で
あ
る
。
」

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、

し
か
し

『
雨
月
物
語
』
　
「白
峰
」
の
世
界
は
、
そ
の
よ
う
な
構
え
た
思
想
の
披
涯
に
す
べ
て
が
あ
る
の
で
は
な

い
よ
う
に
、
私
は
思
う
。　
『
雨

月
物
語
』
の
他
の
篇
が
、
ほ
と
ん
ど
大
な
り
小
な
り
、
あ
る
種
の
怪
異
的
滑
稽
性
を
示
し
て
い
る
如
く
、
こ
の
篇
も

又
、

一
見
正
当
的

な
装

い
を
示
し
な
が
ら
ー

こ
れ
は
、
あ
の

「菊
花
の
約
し
の
笑

い
と
同
質
の
ー

即
ち
、
西
行
の
崇
徳
院
に
つ
き

つ
け
る
論
理
が
、

理
想
的
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
逆
に
、
そ
れ
は
笑

い
を
、
滑
糟
を
招
来
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

一
篇
の
展
開
に
は
強
烈
な
喜
劇
性
が
つ
き

ま
と

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
西
行

い
よ
玉
恐
る
色
も
な
く
座
を
す
x
み
て
、
君
が
告
せ
玉
ふ
所
は
、
人
道
の
こ
と
わ
り
を
か
り
て
慾
塵
を
の
が
れ
玉
は
ず
。
遠
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近世文学と仏教思想

　

　

　

も
ろ
こ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ご
　
　
　き
み

　

　

く

辰

旦

を

い
ふ

ま

で
も

あ

ら

ず

。

皇

朝

の
昔

誉

田

の
天

皇

、

兄

の
皇

子

大

鵤

鶉

の
王

を

お

き

て
、

季

の
皇

子
菟

道

の
王

を

日
嗣

の

　

　

み

こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
が
く
れ
　
　
　
　
　に
ら
か
ら

　

　

太

子

と

な

し

玉

ふ
。

天
皇

崩

御

玉

ひ

て

は
兄

弟

相

譲

り

て
位

に
昇

り

玉

は
ず

。

三
と

せ
を

わ

た

り

て
も

猶

果

べ
く

も

あ

ら

ぬ
を

、

　

　

う
　
ご
　
　
　
き
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
づ
ら
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
は
ひ
　
　
　
た
ム　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ん
ご
と

　

　

菟

道

の

王
深

く

憂

ひ

玉

ひ

て
、

豊

久

し
く

生

て
天

が

下

を

煩

し

し

め

ん
や

と

て
、

み
つ

か
ら

宝

算

を

断

せ

玉

ふ
も

の

か
ら
、

罷

事

　

　

な
く

て
兄

の
皇

子

御

位

に
即

か

せ

玉

ふ
。

是

天

業

を

重

ん

じ
孝

悌

を

ま

も

り

、

忠

を

つ
く

し

て
人

慾

な

し
。
尭

舜

の
道

と

い

ふ
な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ね
す
け
　
　
　
　
　
　
う

ち
　
　
　
　
　
く
だ
ら
　
　
わ

に

　

　

る

べ

し
。

本

朝

に
儒

教

を
尊

み

て
專

王
道

の
輔

と

す

る

は
、

菟

道

の
王

、

百

済

の

王
仁

を

召

て
学

ぽ

せ

玉

ふ
を

は
じ

め
な

れ

ぽ

、

　

　

　

数
ら
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
ζ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　⑳

　

　

此

兄

弟

の

王

の
御

心
ぞ

即

漢

土

の
聖

の
御

心
と

も

い

ふ

べ

し
。

　

以

上

の

西
行

の
論

は
、

人

欲

の
徹

底

し

た
否

定

の
姿

を

仁

徳

帝

の
即

位

に

か

か
わ

る
状

況

の
中

に
把

え

、

そ

れ

を

崇

徳

帝

に
ぶ

っ
つ

け

た

の

で
あ

る
。

の

み

な
ら

ず

、　

『
孟

子

』

の
中

の
革

命

論

に

つ
い

て
も

、

そ

れ

が

、

い

か

に

日
本

の
風

土

に

ふ
さ

わ

し
く

な

い
も

の

で
あ

る

か

を

『
五
雑

廻

』

な

ど

の
文

を

踏

ま

え

て
更

に
説

く

「
か

の
孟

子

の
書

ば

か

り

い
ま

だ

日
本

に
来

ら

ず

。

此

書

を

積

て
来

る
船

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は
つぐ
に

は
、

必

し
も

暴

風

に
あ

ひ

て
沈

没

せ

し
を

い

へ
り
。

そ

れ

を

い
か

な

る
故

ぞ

と

と

ふ

に
、

我

が

国

は
天

照

す

お

ほ

ん
神

の
開

關

し

ろ

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　
き
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

め

し

玉

よ

り
、

日
嗣

の
大

王

絶

ゆ

る
事

な

き

を

、

か
く

口
賢

し
き

を

し

へ
を

伝

へ
な

ば
、

末

の
世

に
神
孫

を
奪

ふ

て
罪

な

し
と

い

ふ
敵

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く
つが
え
　
　
　
⑳

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に
く

も

出

べ

し
と

八
百

よ

う
つ

の
神

の
悪

ま

せ
給

ふ

て
、

神

風

を

起

し

て
船

を

覆

し
給

ふ
」

と

い

っ
た
調

子

で
、

そ

の
説

得

は
続

く

。

あ

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
う
ち

い
は

又
、　

「
且

詩

に
も

い

は
ざ

る
や

。

兄

弟

播

に

せ

め
ぐ

と

も

外

の
侮

り

を

禦

げ

よ
と

。

さ

る
を

骨

肉

の
愛

を

わ

す

れ

玉

ひ
、

あ

ま

さ

へ

一
院

崩

御

玉

ひ

て
、

濱

の
宮

に
肌

膚

も

い
ま

だ

寒

さ

せ

玉

は

ぬ

に
、

御

旗

な
び

か

せ
弓

末

ふ

り
立

て
宝

酢

を

あ

ら

そ

ひ

玉

ふ

は
不

孝

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑫

の
罪

こ
れ

よ

り
劇

し
き

は
あ

ら

じ

。

天

下

は
神

器

な

り

。

人

の
わ

た

く

し
を

も

て
奪

ふ
と

も

得

べ

か
ら

ぬ

こ
と

わ

り

な

る

を

」

と
、

ひ

た
す

ら

天

皇

と

し

て

の
あ

る

べ
き

姿

を

説

く

。

だ

が

し

か

し

い

か

に
西

行

の
論

が

、

皇

位

の
継

承

の
あ

る

べ

き

姿

で

あ

っ
た

と

し

て

も

、

現

実

的

に

は
と

う

て

い
、

そ

の
実

行

は

不
可

能

で
あ

ろ
う

。

何

故

な
ら

ば

、

時

代

が

下

る

に

つ
れ

て
、

皇

位

に
ま

つ
わ

る
た

だ

な

ら

な

い
様

々

な
人

間

の

お
も

わ

く

の

か
ら

ま

り

を

予

測

さ

せ
得

る

か
ら

で
あ

る

。

神

聖

に
し

て

お

か
す

こ
と

の
出
来

な

い

は
ず

の
皇

位

Y3



が
、
実
は
そ
れ
故
に
、
よ
り
人
聞
の
欲
望
の
柑
颯
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う

い
う
事
の
す
べ
て
を
承
知
の
上
で
、

作
者
は
、
西
行
を
し
て
、
か
く
絵
に
書

い
た
餅

の
よ
う
な
理
由
理
論
を
展
開
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
想
論
は
理
想
論
で
あ
れ
ぽ
あ

る
ほ
ど
、
読
み
手
に
は
笑
止
な
も
の
と
し
て
響
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う

い
う
仕
掛
け
が
こ
の
一
篇
に
は
存
在
す

る
こ
と
を
我
々
は

忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
従
来
、
と
も
す
る
と
、
西
行
の
論
に
、
秋
成
の
国
家
観
、
歴
史
観
が
託
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
見
解
が
多

い

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
事
は
測
面
的
に
は
了
承
出
来
る
の
で
は
あ
る
が
、
作
者

の
ね
ら
い
は
、
そ
う
で
は
な
く
、

一
見
正
当
的

装

い
を
し
た
正
史
を
、
そ
の
裏
面
か
ら
透
か
し
覗
い
て
み
る
こ
と
に
あ

2
/4
は
ず
で
あ
る
。

四

　

と

こ
ろ

で
、

当
時

の
史

論

で

は
、

こ

の
鳥

羽

・
崇

徳

・
近

衛

・
後

白
河

の
御
代

に

つ

い
て
、

ど

の
よ
う

な
観

方

を

示

し

て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。

秋

成

の

「
白
峰

」

に

示

し

て

い
る
見

解

を
考

え

る
意

味

で
少

し
く

み

て

み

よ
う

。

ま
ず

、　

『
大

日
本

史

賛

藪

』

の

「
鳥

羽

天

皇
紀

賛

」

に
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み
ず
か

　

　
賛

に

曰
く

、

帝

、

幼

沖

に

し

て
農

を
負

ひ
機

務

、

白

河

法

皇

に
決

す

。

万
機

を

躬

ら
す

る

に
及

ぶ
も

嘉

誤

・
善

政

・
著

聞

す

る
所

　

　
無

し
。

而

も
延

暦

・
興

福

二
寺

は
、

数

々
兵

を

交

へ
て
闘

ふ
。

列

朝

、

仏

を

崇

び

僧

を

敬

ふ

に
由

り

て
、

驕

傲

不
法

を

養

成

す

と

　

　

　

　

　

　

　

す
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い
げ
い

　

　
難

も
、

朝

憲

の
廃

る

る

こ

と
斯

の
時

よ

り
甚

だ

し
き

は
莫

し
。

僧

人

、

廟

堂

に
陣

睨

し

て
、

将

に
公

卿

を

何

の
地

に
置

か

ん
と

す

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

　

　

る

か
。

帝

尚

ほ
春

秋

に
富

む

に
、

決

然

と

し

て
腱

を

脱

し
退

き

て
法

皇

と

燕

居

逸

予

し
、

遊

観

登

臨

、

行

く

毎

に
必

ず

従

ふ
。

養

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

　

　
志

の
美

は
、

軌

を

嵯

蛾

・
淳

和

二
上

皇

に
方

ぶ

可

き

も

、

善

後

の
慮

は
企

及

す

る

こ
と

能

は
ず

。

遂

に
京

師

血

を

躁

む

の
変

に
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み
ち
び
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
哲

婦

、

城

を

傾

け

、

鼎

臣

、

錬

を

覆

へ
す

を

致

す

。

蓋

し
以

て
之

を

啓

く

こ
と

有

る
な

り

。

　

こ

こ

に
、　

「
遂

に
京

師

血
を

躁

む

の
変

」

と

あ

る

の

は
保

元

の
乱

を

指

し
、　

「
哲

婦

、

城

を

傾

け

」

と

は
美

福

門

院

が

国

家

を

傾

け
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さ

せ
た
、
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、　

「崇
徳
天
皇
紀
の
賛
」
に
、

　
　
賛
に
曰
く
、
兵
は
名
有
る
を
貴
び
、
師
は
出
つ
る
に
律
を
以
て
す
。
帝

の
兵
を
構
ふ
る
は
、
怨
を
孕
み
怒
を
蓄

ふ
る
こ
と
、
固
よ

　
　
り

一
日
に
非
ず
。
重
仁
親
王
既
に
立
つ
こ
と
を
得
ず
。
復
位

の
念
、
夢
寝
に
切
な
り
。
故
に
歴
朝

の
典
故
を
挙
げ
て
、
以
て
事
を

　
　
　
　
　
　
ともぎ

　
　
挙
ぐ
る
の
秋
と
為
す
。
法
皇
、
寵
姫
の
言
に
惑
ふ
と
錐
も
、
四
宮
を
立
て
し
は
、
其

の
命
に
非
ざ
ら
ん
や
。
崩
ず
る
を
距

つ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
にわ
か

　
　
と
七
ヨ
に
し
て
、
遽

に
其
の
為
せ
し
所

に
反
せ
ん
と
欲
す
此
れ
父
命
に
逆
ふ
な
り
。
敵
国
す
ら
猶
ほ
災
を
幸
ひ
と
せ
ず
。
帝
、
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
ち
ま

　
　
子
た
る
に
曽
て
哀
威
の
容
無
く
し
て
、
輯
ち
干
父
を
動
か
す

「名
有
り
」
と
謂
ふ
可
け
ん
や
。
烏
合

の
衆
を
集

め
て
、
白
河
殿
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
　び
　せ
いち
ゆう

　
　
拠
る
。
地
、
険
固
に
非
ざ
れ
ば
、
.
坐
ら
に
し
て
強
敵
を
受
け
、
轟
魔
製
肘
せ
ら
れ
て
、
将
帥
、
其

の
力
を
展
ぶ
る
を
得
ず
。　

「律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
いじ
くお
べ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　は
せ
ん

　
　
を
以
て
す
」
と
謂
ふ
可
け
ん
や
。
宜
な
り
、
其

の
敗
魁
汚
磯
せ
ら
れ
て
、
南
海
に
播
遷
す
る
や
。
憤
悉
切
歯
す

る
も
、
果
し
て
何

　
　

の
益
す
る
所
あ
ら
ん
。

崇

徳
院
に
つ
い
て
の
評
そ
の
挙
兵
の
行
為
を

「怨
」
に
よ
る
と
し
、
結
果

「敗
紐
汚
磯
せ
ら
れ
て
、
南
海
に
播
遷
す

る
や
、
憤
惑
切
歯

す

る
も
果
し
て
何
の
益
す
る
所
あ
ら
ん
」
と
し
て
、

個
人
の
怨
み
に
よ

っ
て
の
行
為
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ

「君
、

此
を
以
て
始
め
た

り
、
亦
必
ず
此
を
以
て
終

へ
よ
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
す
る
。
更
に

「後
白
河
天
皇
紀

の
賛
」
で
は
、

　
　
　
　
　
　
ぜあ　
　
　
　
　　
　
　
　
そ
こな

　
　
兄
弟
將

に
閲
ぎ
、
骨
肉
相
残
ふ
は
、
蓋
し
人
倫

の
大
変
な
り
。
保
元
の
事
、
亦
惨
な
ら
ず
や
。
崇
徳
上
皇
の
戎
を
興
せ
る
は
、
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ
るく
　
　
　
　
　
曾

　
　
よ
り
名
義
無
し
。
帝
已
む
を
得
ず
し
て
之
に
応
ず
る
は
、
之
を
猶
し
て
可
な
り

と
、

一
応
兄
崇
徳
院
の
行
動

の
非
を
認
め
つ
つ
も
、

　
　
と
ら

　
　
拘

へ
て
之
を
流
せ
る
は
、
己
甚
だ
し
か
ら
ず
や
。
漢
文
、
兄
を
以
て
弟
を
廃
す
る
す
ら
、
猶
尺
布
斗
粟
の
識
有

り
。
帝
　
弟
を
以

　
　
て
兄
を
流
す
、
将
た
之
を
何
と
謂
は
ん

と

し
て
、
か
か
る
争

い
、
あ
る
い
は
後
の
処
置
を
過
酷
さ
の
中
に
、
各
々
位
に
つ
い
た
帝
が
、
自
己
の
地
位
の
保
全

に
急
な
あ
ま
り
、
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父
子
あ
る
い
は
兄
弟
と
い
う
関
係
さ
え
忘
れ
事
を
為
し
た
こ
と
に
強
い
批
判
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
の

『
大
日
本
史
賛
藪
』
の
各
歴
代
帝
王
の
所
行
に
つ
い
て
の
寸
評
の
論
理
の
底

に
流
れ
て
い
る
も
の
は
、
帝
と
い
う
最
高

の
位

置

に
つ
き
な
が
ら
も
、

つ
い
て
し
ま
う
と
そ
れ
に
固
執
し
、
父
子
関
係
あ
る
い
は
兄
弟
関
係
と
い
う
本
来

の
人
間
的

な
関
係
さ
え
も
忘

れ

て
、
我
執
と
欲
望
の
中
で
行
為
す
る
と
い
う
あ
り
方

の
非
を
つ
い
て
い
る
。
即
ち
、
怨
念
と
執
念

に
燃
え
た
の
は
崇
徳
院
だ
け
で
は

な

い
。
こ
の
こ
ろ
の
皇
位
継
承
の
場
が
多
く
の
人
間
の
欲
望
の
る
つ
ぼ
と
化
し
て
い
る
と
見
る
。
さ
ら
に
、　

『保
建

大
記
』
栗
山
潜
鋒

は
秋
成
の

「
白
峰
」
の
歴
史
解
釈
に
極
め
て
近

い
内
容
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
ゆ
う

　
　
其

の
兄
に
友

に
し
て
其

の
慶
を
篤
く
す
る
は
、
周
の
興
り
し
所
以
な
り
。
天
の
報
施
す
る
こ
と
、
其
れ
亦
明
ら

か
な
り
。
帝
の
兄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
しり
ぞ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
はな
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
みや

　
　

に
於
け
る
惟
だ
、
之
を
除
く
こ
と
函
か
な
ら
ず
、
之
を
屏
く
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
を
恐
る
。

二
人
相
容

れ
ざ

る

こ
と
亦
已
甚
だ

　
　
　
　
む
べ

　
　
し
、
宜
な
る
か
。
恩
、
民
庶
に
被
ら
ざ
る
こ
と
、
赫

々
た
る
廟
堂
、
禍
乱
を
以
て
所
崇
に
付
す
、
臣
、
未
だ
其

の
説
を
知
ら
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ

　
　
な
り
。
後
世
、
禍
源
を
論
ず
る
者
、
往

々
、
罪
を
美
福
門
院
に
帰
す
る
は
、
固
よ
り
当
れ
り
。
而
も
又
霧
か
に
聞
く
。
白
河
帝
、

　
　
色
を
好
み
て
最
も
淫
な
り
。
待
賢
門
院
璋
子
は
鳥
羽
帝
の
女
御
に
し
て
、
崇
徳
帝
の
母
な
り
。
白
河
帝
、
璋
子
を
鐘
愛
し
、
其
の

　
　
間
詩

の
所
謂
、
道
ふ
可
か
ら
ざ
る
者
有
り
。
鳥
羽
帝
も
亦
、
崇
徳
は
己
が
子
に
非
ざ
る
こ
と
を
知
れ
り
故
に
鳥
羽
の
崇
徳
に
不
慈

　
　
な
る
は
、
婦
言
に
之
れ
聴
く
に
由
る
と
錐
も
、

白
河

の
倫
を
乱
る
こ
と
、

実
に
由
り
て
基
づ
く
所
な
り
。

後
世
、

淫
情
風
を
為

　
　
　
　
しよ
うし

　
　
し
、
淋
第
修
ま
ら
ず
。
上
に
蒸
し
下
に
淫
し
。
舞
倫
を
臓
穎
す
る
に
至
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
幸
な
る
の
み
。
豊
以

て
椒
塗
の
範
を
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロもと

　
　
げ
、
彫
莞
の
輝
を
柄
す
に
足
ら
ん
や
、
然
り
と
錐
も
、
風
化
は
宮
液
に
原
づ
き
、
治
教
は
閏
關
に
端
す
る
。
入
君
豊
、
古
今
に
鑑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

　
　
み
て
、
以
て
戒
む
る
所
を
知
ら
ざ
る
可
け
ん
や

と
。
以
上
、
秋
成
の

「白
峰
し
執
筆
時
と
そ
れ
ほ
ど
遡
ら
な
い
時
点
の
、
近
世
期
の
史
論
は
以
上
の
如
く
、
秋
成
の

「
白
峰
」
に
表
出

さ
れ
て
い
る
思
惟
と
近
似
の
見
解
を

示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、

秋
成
の
場
合

は
、

小
説
と
し
て

の
設
定
で
あ
る
か
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ら
、
も

っ
と
深
く
人
間
の
怨
念
の
表
相
の
髪
に
ま
で
、
深
く
メ
ス
を
入
れ
、
言
葉
を
与
え
て
い
る
点
に
、
先

の
史

論
と
は
別
の
世
界
の

顕
現
を
我

々
は
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

む

す

び

近世文学と仏教思想

　

秋
成
が
西
行
を
し
て
、
崇
徳
院
の
そ
れ
に

「宿
世
の
業
」

と

い
う
言
葉
を
与
え
た
の
は
、

単
に
西
行
が
出
家
で
あ
り
、

あ
る
い
は

『
保
元
物
語
』
や

『
撰
集
抄
』
な
ど
の
伝
統
的
な
文
章
表
現
を
単
純
に
踏
襲
し
た
と
い
う
こ
と
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
作
者
は
も

つ
と
深
々
と
し
た
黒
暗
の
世
界
を
、

こ
の
言
葉
に
こ
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
大
魔
王
と
化
し
た
崇
徳
院
が

一
気
呵
成
に
、
西
行
に
捲

し
立
て
た
、
自
己
正
当
化
と
其
後
の
戦
乱

の
予
告
は
、
寸
分
た
が
う
こ
と
な
く
其
後
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
現
実
化

し
て
行

っ
た
の
で

あ
る
、
と
す
る
。
が
、
西
行
は
そ
れ
を
ま
の
あ
た
り
に
し
な
が
ら
も
、
あ
の
夜
の

一
切
の
事
は
　
自
分
の
胸
奥
に
深
く
秘
め
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
何
故
か
。

即
ち
そ
れ
は
、

崇
徳
院
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
を
と
り
ま
く
有
縁
の
人
々
の
各
々
が
抱
え
込
ん
で
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
さ　
　
　
あだ

「宿
世

の
業
」
の
恐
ろ
し
さ
を
西
行
は
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。　
「
今
は
旧
し
き
讐
な
る

か
な
。
所
詮
此
経
を

魔

道
に
回
向
し
て
、
恨
を
は
る
か
さ
ん
と
、

一
す
ぢ
に
お
も
ひ
定
め
て
指
を
破
り
血
を
も
て
願
文
を
う

つ
し
経
と
と
も
に
志
戸
の
海
に

沈

て
し
後
は
人
に
も
見
え
ず
深
く
閉
こ
も
り
て
、
ひ
と

へ
に
魔
王
と
な
る
べ
き
大
願
を
ち
か
ひ
し
が
、
は
た
平
治

の
乱
ぞ
出
き
ぬ
る
」

と

い
っ
た
描
写
か
ら
も
窺
わ
れ
る
如
く
、
人
間
と
し
て
の
識
悔
の
心
さ
え
も
逆
に
魔
界
に
の
め
り
込
ん
で
行
く

エ
ネ

ル
ギ
ー
と
化
し
て

炎

え
上
ら
せ
る
構
成
こ
そ
、
観
念
語
と
化
し
た

「宿
世
の
業
」
と
い
う
言
葉
の
映
像
化
で
あ
り
、
も
は
や
崇
徳
院

の
理
性
に
基
づ
く
善

行

の
如
き
も
の
は
、

己
の

「宿
世
の
業
し

の
力
の
前
に
は
あ
と
か
た
も
な
く
粉
砕
し
尽
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
れ

は
、
単
に
崇
徳
院

一
人
の
悪
業
の
み
な
ら
ず
、
白
河
、
鳥
羽
、
更
に
は
後
白
河
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
甘

い
汁
を
求
め
て
群
が

っ
た
人
間

達

の
各
々
が
抱
え
込
ん
で
い
る

「
宿
世
の
業
」
が
、

こ
の
世
で
の
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
血
の
縁

の
か
ら
ま
り
に
よ

っ
て
更
に
巨
大
に
培
加
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し
、

ど

す

黒

く
、

保

元
、

平

治
、

治

承
、

寿

永

と

い

っ
た
幾

多

の
戦

乱

を
惹

起

し

て

い
く

の
で

あ

っ
た

、

と

い

っ
た

設
定

が

「
白

峰

」

一
篇
の
秋
成
の
構
想
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
意
味
で
、
秋
成
が
西
行
を
し
て
い
わ
し
め
た

「宿
世
の
業
し
こ
そ
は

「白
峰
」
の
中
核
的
思
惟
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

%　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
昭
和
五
八
年
八
月
脱
稿
)

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　

や
ど

注
①

　
た
と
え
ば

「宗
旨

は

一
向
旨

の
見

へ
ぬ
信
心
者
」、
「
器

量
は
見

る
に
煩
悩

の
雨
舎

り
」
、
「
祈
疇

は
な
で
こ
む
天
狗

の
羽
帯
」
な
ど

　
②

『上

田
秋
成
集
』

(
岩
波
)
二
九

五
～

二
九
六
頁
。

　
③

『
上
田
秋
成
集
』

(
岩
波
)
三
五
頁
。

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

こ
う

④

こ
の

「
業
」

を

「
ぎ
よ
う
」

と
読

ん
で

「
ワ
ザ
」

の
意

に
と

る
も

の
も
多

い
が
、
私

は

「
業
」

と
読
む

べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ

の
点

『
雨
月

　
　
物
語
評
釈
』
　
(
以

下

『
評
釈
』
と
略
す
)

の
読

み
方

・
解
釈
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

　
⑤

古
典
文
庫

(
九
冊
本
)

二
九
四
頁
。

　
⑥

『
上
田
秋
成
全
集
』
第

一
(
図
書
刊
行
会
)
四
四
頁
。

⑦

岩
波
文
庫
本
。
下
巻
、
三
三
四
頁
。

　
⑧

『上

田
秋
成
集
』

三
七
頁
。

　
⑨

『
方
丈
記

・
発
心
集
』

(新
潮

)
一三

頁
。

⑩

宇
井
伯

寿

「仏
教
辞
典
」。

⑪

『上

田
秋
成
集
』

三
七
～
三
八
頁
。

⑫

『
続
群
書
類
従
』
三

二
の
下
、
三
四
八
頁
。

⑬

同
上
、
三
三
五
頁
。

⑭

『
上
田
秋
成
集
』

三
八
頁
。

⑮

同
上
、
三
九
頁
。

　
⑯

　
同
上
、
三
九
頁
。
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⑰

同
上
、
三
九
頁
。

⑱

同
上
、

四
〇
頁
。

⑲

同
上
、
四
〇
頁
。

⑳

同
上
、
四

一
頁
。

⑳

同
上
、
四

一
頁
。

⑫
　
　
『
上
田
秋
成
集
』

四

一
頁
。

⑳

　

　『
秋
成

の
研
究
』
　
(
文
理
書
院
)
三
八
七
頁
。

⑳

　
　『
秋
成
文
学

の
思
絹
心』
　
(
法
蔵
館

)

一
六
購
頁
。

⑳

七
二
頁
。

⑳

七

二
頁
。

⑳

　
　『
上
田
秋
成
全
集
』
第

二

(
国
書
刊
行
会
)

一
八
七
頁
。

⑳

五
八
頁
。

⑲

五
八
頁
。

⑳

『
上

田
秋
成
集
』

四

一
～

四
二
頁
。

⑳

同
上
、
四

二
頁
。

⑫

　
同
上
、
四

二
頁
。

⑳
　
　
『
近
世
史
論
集
』
　
(
岩
波
)
五

二
～
五
三
頁
。

⑭

同
上
、
五
三
～
五
四
頁
。

鐙

　
同
上
、
五
酋
頁
。

⑳

　
同
上
、
五
五
頁
。

⑳

　
　同
上
、　
三
四
六
}貝
。

⑳
　

　『
上
国
秋
成
集
』
　
(
岩
波
)
四
四
頁
。

⑲

　
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、

拙
稿

「秋
成

の
血

の
思
惟

の
構
造
」
(
『
大
谷
女
子
大
学
紀
要
』
第
十
四
号
第

一
輯
)
、

あ
る
い
は

「
春
雨
物
語

『
愈

　

か
た
び
ら
』
　
『
天
津

乙
女
』
論
-
秋
成

の
天
皇
史
観

に
つ
い
て
ー
」
(
同
上
、
十

六
号
第

一
輯
)

な
ど
参
看

の
こ
と
。
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