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『更級日記』〈夢〉の解析

　
『
更
級
日
記
』
に
は
〈
夢
〉
に
関
す
る
記
事
が
十
一
例
あ
る
が
、
そ
の
大
半
は

信
仰
に
関
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
最
後
に
あ
ら
わ
れ
る
阿
弥
陀
来
迎
の

夢
の
よ
う
に
、
作
者
の
往
生
願
の
確
信
と
作
品
構
想
の
基
軸
と
し
て
の
信
仰
史
的

到
達
を
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
る
よ
う
な
記
事
も
あ
る
が
、
そ
の
夢
の
記
述
が
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
か
が
不
分
明

な
も
の
も
少
な
く
な
い
。
本
稿
で
は
、
そ
の
中
か
ら
作
者
の
前
生
が
告
知
さ
れ
る

夢
を
と
り
あ
げ
、
右
の
点
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

お
、
そ
の
場
合
、
　
「
夢
は
無
意
識
か
ら
の
警
告
で
あ
る
」
と
し
て
も
、
そ
れ
を
記

述
す
る
主
体
は
極
め
て
意
識
的
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
執
筆
時

に
お
け
る
意
識
を
探
る
試
み
が
同
時
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

1

　
　
　
　
　
　
　
さ
き

ひ
じ
り
な
ど
す
ら
、
前
の
世
の
こ
と
夢
に
見
る
は
、
い
と
か
た
か
な
る
を
、

い
と
か
う
、
あ
と
は
か
な
い
や
う
に
、
は
か
／
＼
し
か
ら
ぬ
心
地
に
、
夢
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
い
だ
う

見
る
や
う
、
〈
清
水
の
礼
堂
に
ゐ
た
れ
ば
、
別
当
と
お
ぼ
し
き
人
い
で
来
て
、

　
　
　
　
　
　
し
　
　
び
つ

「
園
そ
こ
は
前
の
生
に
、
こ
の
御
寺
の
僧
に
て
な
む
あ
り
し
。
⑥
仏
師
に
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
ー
ー
ー
ー
‖
「
1

　
仏
を
い
と
お
ほ
く
造
り
た
て
ま
つ
り
し
功
徳
に
よ
り
て
、
㈲
あ
り
し
素
姓
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ
う

　
　
さ
り
て
、
ω
人
と
生
ま
れ
た
る
な
り
。
／
／
こ
の
御
堂
の
東
に
お
は
す
る
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
く

　
　
六
の
仏
は
、
そ
こ
の
造
り
た
り
し
な
り
。
⑧
箔
を
お
し
さ
し
て
川
な
く
な
り

　
　
に
し
そ
」
と
。
「
あ
な
い
み
じ
。
さ
は
、
あ
れ
に
箔
お
し
た
て
ま
つ
ら
む
」

　
　
と
い
へ
ば
、
「
な
く
な
り
に
し
か
ば
、
こ
と
人
箔
お
し
た
て
ま
つ
り
て
、
②

　
　
こ
と
人
供
養
も
し
て
し
」
〉
と
見
て
の
ち
、
清
水
に
ね
む
ご
ろ
に
ま
ゐ
り
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
　
か
う
ま
つ
ら
ま
し
か
ば
、
前
の
世
に
そ
の
御
寺
に
仏
念
じ
申
し
け
む
力
に
、

　
　
お
の
つ
か
ら
よ
う
も
や
あ
ら
ま
し
。
い
と
い
ふ
か
ひ
な
く
、
詣
で
つ
か
う
ま

　
　
つ
る
こ
と
も
な
く
て
や
み
に
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
三
十
二
歳
V

右
引
用
は
、
十
一
例
中
第
六
の
夢
を
含
む
一
段
で
あ
る
。
こ
の
〈
夢
〉
の
中
で

は
、
ま
ず
清
水
寺
の
別
当
と
思
わ
れ
る
僧
に
よ
る
次
の
告
知
が
な
さ
れ
る
。

園
　
作
者
の
前
生
が
清
水
寺
の
僧
で
あ
っ
た
こ
と
。

　
ω
　
仏
師
と
し
て
の
造
仏
の
功
徳
を
積
ん
だ
こ
と
。
そ
れ
に
よ
り
、

（1）
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『更級日記』〈夢〉の解析

　
㈲
　
「
あ
り
し
素
姓
ま
さ
り
て
」
、

　
ω
　
今
生
に
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
。

　
こ
こ
で
ま
ず
不
審
な
の
は
、
作
者
が
㈲
「
あ
り
し
素
姓
ま
さ
り
て
」
ω
「
人
と

生
ま
れ
た
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
部
分
、
「
（
前
世
で
）
あ
っ
た
素
姓
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ま
さ
っ
て
、
（
家
柄
の
良
い
）
人
と
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
」
と
一
般
に
解
釈
さ

れ
る
が
、
例
え
ば
同
時
代
の
大
仏
師
定
朝
は
「
仏
師
僧
綱
始
之
」
と
は
言
え
、
治

　
　
　
　
　

安
二
年
（
0
2
）
法
成
寺
造
仏
の
功
に
よ
り
法
橋
（
律
師
相
当
、
五
位
に
準
じ
る
）

　
　
　
　
ユ

位
に
叙
さ
れ
、
ま
た
永
承
三
年
（
0
）
興
福
寺
造
仏
の
功
に
よ
り
法
眼
（
僧
都
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

当
、
四
位
に
準
じ
る
）
位
に
叙
さ
れ
て
い
て
、
仏
師
の
社
会
的
地
位
の
向
上
は
当

代
特
に
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
っ
た
。
定
朝
と
等
し
く
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
に
し
て
も
、
仏
師
の
素
姓
が
従
四
位
上
上
総
介
常
陸
介
菅
原
孝
標
の
娘
と
比
較

し
て
大
き
く
劣
る
と
は
、
俄
に
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
　
（
良
き
家
柄
）
が
「
菅

原
」
家
を
さ
す
と
い
う
読
み
は
、
文
脈
上
些
か
の
無
理
な
し
と
し
な
い
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
次
に
、
今
生
に
女
人
と
し
て
生
を
受
け
た
こ
と
の
不
可
思
議

が
あ
る
。

　
　
　
　
　
く
　
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
か

　
　
女
身
は
垢
稜
に
し
て
、
こ
れ
法
器
に
非
ず
。
云
何
ん
ぞ
能
く
、
無
上
菩
提
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
わ
り

　
　
得
ん
。
　
（
中
略
）
又
、
女
人
の
身
に
は
、
猶
、
五
つ
の
障
あ
り
。
一
に
は
梵

　
　
天
王
と
作
る
こ
と
を
得
ず
、
二
に
は
帝
釈
、
三
に
は
魔
王
、
四
に
は
転
輪
聖

　
　
王
、
五
に
は
仏
身
な
り
。
云
何
ん
ぞ
、
女
身
、
速
か
に
成
仏
す
る
こ
と
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
ん
。
　
（
『
法
華
経
』
巻
第
五
「
提
婆
達
多
品
」
第
十
二
）

　
慶
滋
保
胤
の
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
　
（
寛
和
元
年
（
鰯
）
以
前
成
立
）
に
は
、

四
十
二
伝
四
十
五
人
の
往
生
の
有
様
を
お
さ
め
る
が
、
そ
の
う
ち
比
丘
尼
三
人
、

優
婆
夷
七
人
の
計
十
人
が
女
人
で
あ
っ
て
、
女
人
往
生
は
可
能
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
が
、
経
典
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
龍
女
成
仏
」
に
見
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
「
変
成
男
子
」
を
経
ず
し
て
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
女
身
と
し
て
今
生

に
生
を
受
け
る
こ
と
は
、
極
楽
往
生
願
に
と
っ
て
は
不
可
能
な
ら
ず
と
も
極
め
て

不
利
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
あ
り
し
素

姓
ま
さ
り
て
」
と
言
い
負
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
世
に
お
け
る
僧
・
仏
師
と

し
て
の
あ
ま
た
の
功
徳
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
世
に
往
生
か
ら
遠
く
隔
て
ら
れ
た

女
身
と
し
て
転
生
す
る
無
理
が
見
え
て
来
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
不
審
・
無
理
を
か
か
え
た
記
述
が
な
ぜ
な
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
に
考
え
て
み
た
い
。

　
時
代
は
や
や
下
る
が
、
　
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
法
華
経
に
ま
つ
わ
る
霊
験
謹
を

お
さ
め
る
特
定
の
巻
々
（
第
十
二
・
十
三
・
十
四
）
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
巻
第

十
四
中
に
は
、
前
生
夢
（
夢
告
に
よ
っ
て
前
世
の
因
縁
を
知
る
）
に
よ
り
法
華
持

経
を
い
っ
そ
う
確
固
と
さ
せ
た
僧
ら
の
話
が
集
中
的
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
第
十

二
か
ら
二
十
四
ま
で
の
計
十
三
話
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
説
話
と
し
て
の
基
本
横
…
造

は
ほ
ぼ
全
話
に
共
通
し
て
い
て
、
前
生
夢
説
話
の
型
を
理
解
す
る
の
に
便
利
で
あ

る
の
で
、
し
ば
ら
く
こ
れ
を
参
考
に
し
た
い
。
な
お
、
そ
の
出
典
は
す
べ
て
『
大

日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
、
今
、
そ
の
最
も
典
型
的
な
話
を

同
書
に
よ
り
見
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
参
考
と
し
て
、
必
要
箇
所
に
『
今
昔
物

語
集
』
の
本
文
を
（
　
）
に
よ
り
示
し
た
。

　
　
　
　
第
八
十
九
　
越
中
国
の
海
蓮
法
師

　
　
沙
門
海
蓮
は
、
越
中
国
の
人
な
り
。
志
は
法
華
の
読
習
に
あ
り
。
乃
至
、
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ょ
ほ
ん

　
　
心
し
て
暗
請
し
、
加
行
功
を
積
み
て
、
即
ち
序
品
よ
り
請
し
て
、
観
音
品
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
は

　
　
至
る
ま
で
、
二
十
五
品
は
、
早
疾
く
調
請
し
て
、
任
運
に
擬
る
こ
と
な
し
。

（2）



「更級日記』〈夢〉の解析

た
だ
陀
羅
尼
・
厳
王
・
普
賢
の
三
品
に
お
い
て
、
こ
れ
を
諦
す
る
こ
と
能
は

　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ

ず
。
多
年
の
功
を
運
ら
す
と
い
へ
ど
も
、
暗
請
す
る
こ
と
を
得
ず
。
深
く
肝

　
　
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か

胆
に
銘
し
て
、
こ
の
こ
と
を
歎
き
傷
み
て
、
立
山
・
白
山
及
び
余
の
霊
験
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
さ

参
り
向
ひ
て
、
こ
の
こ
と
を
祈
禧
せ
り
。
難
行
苦
行
し
、
食
を
断
ち
塩
を
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ぺ

ち
て
、
こ
の
三
品
を
諦
す
れ
ど
も
、
総
て
憶
持
す
る
こ
と
を
得
ず
。

即
ち
夢
み
ら
く
、
一
の
菩
薩
の
形
の
人
あ
り
て
、
海
蓮
に
告
げ
て
言
は
く
、

　
　
一

肉
汝
先
生
に
お
い
て
、
蜷
蜂
の
身
を
受
け
て
（
汝
ヂ
前
生
二
蜷
蜂
ノ
身
ヲ
受
テ
）
、

僧
房
の
壁
に
居
り
き
。
そ
の
房
に
僧
あ
り
、
法
華
経
を
請
し
き
。
蜷
蜂
経
を

聞
く
に
、
七
の
巻
一
品
を
請
し
畢
へ
け
り
。
休
息
せ
む
が
た
め
の
故
に
、
壁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
上
に
寄
り
付
く
に
、
螺
蜂
頭
に
当
り
て
、
圧
し
殺
さ
れ
畢
へ
け
り
。
㈲
二

　
　
十
五
品
を
聞
き
た
る
功
徳
の
力
に
依
る
が
故
に
（
法
花
ノ
ニ
＋
五
品
ヲ
聞
タ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
功
徳
二
依
テ
）
、
O
蜷
蜂
の
身
を
転
じ
て
（
蜷
蜂
ノ
身
ヲ
転
ジ
テ
）
、
◎
人
界
に

　
　
来
り
生
れ
（
人
ト
生
レ
テ
）
、
⑤
妙
法
を
読
諦
す
（
僧
ト
成
テ
、
法
花
経
ヲ
読
調

　
　
ス
）
。
三
品
を
聞
か
ざ
る
が
故
に
、
陀
羅
尼
・
厳
王
・
普
賢
品
を
請
す
る
こ

　
　
と
を
得
ず
。
汝
前
生
を
観
じ
て
、
今
生
の
報
を
信
じ
、
一
心
に
精
進
し
て
、

　
　
　
　
　
ご

　
　
菩
提
を
期
す
べ
し
と
い
ふ
。
沙
門
夢
覚
め
て
、
明
か
に
本
縁
を
知
り
て
、
仏

　
　
道
を
修
行
せ
り
。
天
徳
元
年
に
入
滅
を
告
げ
た
り
。

　
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
い
わ
ば
ヤ
マ
場
に
あ
た
る
が
、
そ
の
構
成
は
ほ
ぼ
全

話
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
見
直
ち
に
、
　
『
更
級
日
記
』
前
生
夢
の
構
成
と

の
一
致
が
看
取
さ
れ
る
。
肉
ー
㈲
・
⑧
ー
ω
・
◎
1
㈲
・
O
ー
ω
の
照
応
は
、
偶

然
の
所
産
と
は
言
い
難
く
、
明
ら
か
に
影
響
・
摂
取
の
痕
跡
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
。
上
洛
途
次
に
お
い
で
見
聞
し
た
「
ま
の
の
て
う
」
の
伝
説
・
「
武
芝
寺
」
の

伝
説
・
「
在
五
中
将
」
の
故
事
伝
説
・
「
富
士
川
」
の
伝
説
な
ど
を
記
す
作
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

姿
か
ら
は
、
説
話
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

第
三
の
夢
で
、
侍
従
大
納
言
女
の
猫
へ
の
転
生
を
記
す
姿
と
も
合
わ
せ
て
考
え
る

と
、
前
生
夢
に
関
る
説
話
へ
の
関
心
は
、
か
な
り
深
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。　

『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
の
成
立
は
長
久
年
間
（
⑩
～
砲
）
と
考
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1

い
る
が
、
こ
れ
は
孝
標
女
三
十
三
歳
か
ら
三
十
七
歳
に
あ
た
り
、
入
手
・
享
受
ま

で
多
少
の
時
日
を
要
し
た
と
し
て
も
、
三
十
六
、
七
歳
か
ら
四
十
歳
ぐ
ら
い
ま
で

の
間
に
は
、
こ
れ
に
触
れ
る
機
会
が
十
分
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
紫
式
部
が
そ
の
『
日
記
』
の
中
で
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
仰
を
述
懐
し
て
い
る
の

が
三
十
七
、
八
歳
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
『
更
級
日
記
』
作
者
が
、

「
今
は
、
昔
の
よ
し
な
し
心
も
く
や
し
か
り
け
り
と
の
み
、
思
ひ
し
り
は
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

（
中
略
）
の
ち
の
世
ま
で
の
こ
と
を
も
思
は
む
と
思
ひ
は
げ
み
て
、
霜
月
の
二
十

よ
日
、
石
山
に
ま
ゐ
る
」
と
、
物
詣
に
専
心
す
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
や
は
り
三

十
八
歳
の
折
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
作
者
が
こ
の
書
に
触
れ
る
時
機

と
し
て
は
極
め
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
加
え
て
『
更
級
日
記
』
の

執
筆
が
作
者
五
十
二
歳
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
先
行

前
生
夢
説
話
か
ら
『
更
級
日
記
』
へ
の
影
響
あ
る
い
は
『
更
級
日
記
』
に
よ
る
摂

取
の
可
能
性
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
を
認
め
る
な
ら
ば
、
θ
「
あ
り
し
素
姓
ま
さ
り
て
」
と
い
う
記
述
の
不
審
・

無
理
は
、
先
行
前
生
夢
説
話
の
構
成
を
型
通
り
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
こ
と
に
起

因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
前

引
用
中
の
O
「
蜷
蜂
の
身
を
転
じ
て
」
か
ら
O
「
人
界
に
来
り
生
れ
」
へ
の
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

は
、
こ
れ
ら
前
生
夢
説
話
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
最
も
よ
く
支
え
る
部
分
で
あ
る
が
、
　
（

＝



『更級日記』〈夢〉の解析

一
二

今
昔
物
‥
語
集
巻
第
十
四

大
日
本
国
法
華
経
験
記

肉
　
　
　
　
　
前
生
の
告
知

θ
　
　
　
　
　
前
生
に
お
け
る
功
徳

O
前
生
か
ら
今
生
へ
の
転
換

O
今
生
に
お
け
る
人
へ
の
転
生

旧
　
　
法
華
経
読
諦

醍
醐
僧
恵
増
持
法
花
知
前
生
語
第
＋
二

巻
上
第
三
＋
一

　
　
に
し
や
う
汝
は
二
生
の
人
な
り
。

’

入
道
覚
念
持
法
花
知
前
生
語
第
士
二

巻
中
第
七
＋
八

せ
ん
し
9
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
ゐ
汝
先
生
に
お
い
て
、
衣
魚
の
身
を
受
け
、
法
華
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
■
経
の
中
に
あ
り
て
、
三
行
を
食
し
失
ひ
た
り
き
。

ま
た
経
の
中
に
住
せ
し
に
依
り
て
、

法
華
経
を
諦
す
。

僧
行
範
持
法
花
経
知
前
世
報
語
第
＋
四

巻
中
第
七
＋
七

　
せ
ん
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ξ
汝
、
先
世
に
黒
き
馬
の
形
を
受
け
、
持
経
者
の
許
に
あ
り
て
、
時
々
法
華
経
を
聞
き
た
て
ま
つ
り
き
。

　
　
　
　
　
呂
経
を
聞
き
し
力
に
依
り
て
、

い
ま
今
人
の
身
を
得
べ

仏
法
に
入
り
て
、
法
華
経
を
持
せ
り
。

越
中
国
僧
海
蓮
持
法
花
知
前
世
報
語
第
＋
五

巻
下
第
八
＋
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
二
十
五
品
を
聞
き
た
る
功
徳
の
力
に
依
る
が
故
に
、

蝿
蝉
の
身
を
転
じ
て
、

妙
法
を
読
諦
す
。

元
興
寺
蓮
尊
持
法
花
経
知
前
世
報
語
第
＋
六

巻
中
第
五
＋
八

　
せ
ん
ぜ
汝
先
世
に
お
い
て
、
小
さ
き
犬
の
身
を
受
け
き
。

先
に
法
華
経
を
聞
く
こ
と
を
得
け
る
に
由
る
が
故
に
、

　
　
　
　
　
喀
－
ま
た
法
師
と
作
り
て
、
法
花
を
持
す
る
こ
と
を
得
た
り
。

金
峰
山
僧
転
乗
持
法
花
知
前
世
語
第
＋
七

巻
下
第
九
＋
三

　
管
ん
ぜ
汝
先
世
に
お
い
て
、
毒
蛇
の
身
を
受
け
た
り
き
。

害
せ
む
と
欲
す
る
心
を
止
め
て
法
華
を
聞
き
し
が
故
に
、

多
却
輪
廻
の
毒
の
身
を
転
じ
て
、

今
、
人
の
身
を
得
て
、

　
　
　
　
　
　
な
法
華
の
持
者
と
作
る
。

僧
明
蓮
持
法
花
知
前
世
語
第
＋
八

巻
中
第
八
＋

そ
の
牛
は
即
ち
汝
な
り
。

法
華
経
を
聞
き
し
に
依
り
て
、

畜
生
の
報
を
離
れ
て
、

　
　
う
つ
O
も
O
　
電
仏
法
の
器
と
作
り
て
、
七
巻
の
経
を
請
せ
り
。

備
前
国
盲
人
知
前
世
持
法
花
語
第
＋
九

巻
上
第
二
＋
七

汝
洗
杷
播
蛇
紗
場
を
得
て
、
信
濃
国
の
桑
田
寺
の
乾
の
角
、
榎
木
の
中
に
住
し
け
り
。

法
華
を
聴
き
し
に
因
り
て
、

A
ス
身
を
得
て
、
ま
た
仏
法
に
値
へ
り
。

僧
安
勝
持
法
花
知
前
生
報
語
第
二
＋

巻
上
第
二
＋
六

先
身
は
黒
色
の
牛
な
り
き
。

　
　
　
　
日
と
り
（
持
経
者
の
辺
に
あ
り
て
、
常
に
法
華
経
を
聞
き
き
。
）
こ
の
縁
に
因
る
が
故
に
、

に
ん
が
い
人
界
に
生
れ
て
畜
生
の
苦
を
抜
く
こ
と
を
得
、

人
身
を
受
け
て

法
華
を
聞
く
の
力
を
得
た
り
。

比
書
山
横
川
永
慶
聖
人
舗
法
花
知
前
世
語
第
二
＋
一

巻
中
第
五
±
二

汝
が
前
生
の
身
は
、
こ
れ
耳
の
垂
れ
た
る
大
き
な
る
狗
な
り
き
。

（
そ
の
狗
常
に
法
華
経
晶
緒
㎏
房
に
あ
り
て
、
昼
夜
法
華
を
聞
き
け
り
。
）
そ
の
善
力
に
因
り
て
、

狗
の
果
報
を
転
じ
、

人
の
身
を
感
じ
得
て
、

法
華
経
を
諦
す
。

比
書
山
西
塔
僧
春
命
読
踊
法
花
知
前
生
語
第
二
＋
二

巻
上
第
二
＋
五

　
　
　
　
◆
か
ん
汝
前
世
に
野
干
の
身
を
受
け
て
、

（
酉
拾
の
法
遷
遣
に
住
み
、
天
井
の
上
に
遊
び
て
、
常
に
妙
法
及
び
宝
螺
を
聞
き
き
。
）
そ
の
因
縁
に
依
り
て
、

今
人
身
を
得
、

こ
の
山
の
僧
と
作
り
て
、
法
華
経
を
持
せ
り
。

近
江
国
僧
頼
真
踊
法
花
知
前
生
語
第
二
±
二

巻
上
第
二
＋
四

汝
先
生
の
身
は
、
こ
れ
鼻
の
欠
け
た
る
牛
な
り
き
。

経
を
負
ひ
た
る
功
徳
に
依
り
て
、

牛
の
身
を
離
れ
て
、

人
間
に
至
り
、

法
華
経
を
踊
し
、
法
文
の
理
を
　
　
　
　
　
　
う
つ
は
も
の
解
し
て
、
仏
法
の
器
と
作
り
ぬ
。

比
書
山
東
塔
僧
朝
禅
請
法
花
知
前
世
語
第
二
＋
四

巻
上
第
三
＋
六

汝
前
生
に
白
き
馬
の
身
を
受
け
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
と
と
8
ゆ
（
法
華
の
持
経
者
、
そ
の
白
き
馬
に
乗
り
て
、
一
時
遊
9
◆
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
り
A
行
し
け
り
。
）
そ
の
功
力
に
由
り
て
、

白
き
馬
の
身
を
転
じ
て
、

に
ん
が
い
人
界
に
生
る
る
こ
と
を
感
じ
、

法
華
経
を
調
し
て
、
仏
法
に
値
遇
せ
り
。

※
　
最
終
話
の
例
は
相
人
の
所
説
で
あ
る
が
、
後
に
夢
告
に
よ
り
そ
の
正
し
さ
が
確
認
さ
れ
る
。

！



『更級日記』〈夢〉の解析

『
更
級
』
で
は
前
・
今
生
と
も
に
「
人
身
」
と
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
や
む
な

く
そ
の
展
開
を
維
持
す
る
挺
子
と
し
て
、
「
素
姓
」
と
い
う
新
し
い
概
念
を
強
引

に
導
入
し
た
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
参
考
の
た
あ
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
各
説

話
に
対
応
す
る
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
各
話
中
の
㈹
～
旧
に
該
当
す
る
部
分

を
前
頁
に
表
示
し
た
。
な
お
『
更
級
日
記
』
に
は
旧
に
相
当
す
る
記
述
は
見
ら
れ

な
い
が
、
そ
の
削
除
は
当
記
事
後
半
部
へ
の
連
接
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
な

措
置
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
当
記
事
末
尾
の
「
い
と
い
ふ
か
ひ
な
く
て
、
詣
で

つ
か
う
ま
つ
る
こ
と
も
な
く
て
や
み
に
き
。
」
に
照
応
す
る
姿
勢
で
も
あ
る
。
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

生
夢
説
話
の
単
な
る
な
ぞ
り
で
は
な
い
『
更
級
』
の
独
自
性
が
見
ら
れ
る
。

2

　
前
節
で
は
、
『
更
級
日
記
』
前
生
夢
の
前
半
部
が
前
生
夢
説
話
を
摂
取
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
で
は
作
者
は
、

そ
の
夢
を
実
際
に
は
見
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
い
は
問
題
と

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
無
意
味
な
疑
問
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
高
僧
が
行
う
ご
と
き
自
ら
の
夢
ノ
ー
ト
を
作
者
が
記
録
・
所
持
し
て
い
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

れ
に
も
と
つ
い
て
過
去
の
夢
を
記
述
し
た
と
考
え
た
場
合
で
も
、
そ
の
記
述
位
相

と
し
て
は
少
な
く
と
も
次
の
三
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
ρ
一
つ
は
夢
ノ
ー
ト
の

ま
ま
に
忠
実
に
す
べ
て
記
述
す
る
場
合
、
も
う
一
つ
は
執
筆
時
に
適
宜
取
捨
選
択

を
行
い
、
ま
た
と
り
あ
げ
た
も
の
に
つ
い
て
も
字
句
の
修
正
程
度
の
改
変
を
す
る

場
合
、
次
に
執
筆
時
の
主
題
・
構
想
意
識
に
よ
っ
て
大
幅
に
改
変
す
る
場
合
。
そ

し
て
、
そ
れ
ら
と
は
別
次
元
の
ま
っ
た
く
の
虚
構
の
場
合
が
あ
る
。

　
一
々
の
夢
が
こ
れ
ら
の
ど
の
次
元
・
位
相
に
あ
る
か
を
見
極
め
る
の
は
困
難
、

と
言
う
よ
り
も
愚
か
し
い
こ
と
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
以
上
の
各
次
元
・
位

相
の
い
ず
れ
を
も
つ
な
ぐ
共
通
項
が
間
違
い
な
く
存
在
し
、
実
は
そ
れ
こ
そ
が
記

述
さ
れ
た
事
が
ら
の
意
味
・
機
能
を
解
き
明
か
す
た
っ
た
ひ
と
つ
の
鍵
な
の
だ
か

ら
。
執
筆
時
に
お
け
る
作
者
の
意
識
が
そ
れ
で
あ
る
。
意
識
の
基
底
に
あ
る
も
の

の
現
前
化
が
要
請
さ
れ
る
。
記
述
さ
れ
た
内
容
が
事
実
で
あ
れ
、
非
事
実
で
あ
れ
、

そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
記
述
し
た
作
者
の
意
図
（
主
題
性
と
構
想
性
の
連
環
）
こ
そ

が
探
ら
れ
、
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い

て
初
め
て
、
虚
構
性
の
検
討
が
意
味
を
帯
び
て
く
る
。

　
『
更
級
日
記
』
冒
頭
部
の
虚
構
性
に
つ
い
て
論
じ
た
犬
養
廉
の
所
説
は
、
そ
の

よ
う
な
意
味
で
特
に
印
象
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
彼
女
に
と
っ
て
、
身
の
幸
は
浮
舟
に
較
ぶ
べ
く
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

　
　
こ
の
日
記
の
冒
頭
に
は
「
あ
づ
ま
ち
の
道
の
果
て
」
　
（
常
陸
）
「
よ
り
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ほ
奥
つ
方
」
と
浮
舟
よ
り
更
に
奥
深
い
地
の
果
て
が
設
定
さ
れ
、
「
い
か
ば

　
　
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
」
と
自
卑
の
言
葉
で
弁
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で

　
　
あ
ろ
う
。
常
陸
帯
の
一
首
を
引
き
な
が
ら
、
漠
た
る
東
国
の
涯
か
ら
自
己
を

　
　
・
・
…
　
　
　
　

■
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
登
場
さ
せ
た
冒
頭
の
虚
構
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
置
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
久
保
）

　
『
更
級
日
記
』
は
物
語
的
に
始
発
す
る
。
　
「
こ
の
虚
構
は
自
己
を
浮
舟
的
に
登

場
さ
せ
る
物
語
的
技
法
で
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
す
る
右
犬
養
説
の
方
法
意
識
は

冒
頭
部
の
み
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
作
品
全
体
に
ま
で
そ
の
適
用
範
囲
を
広

げ
得
る
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
更
級
日
記
』
の
す
べ
て
の
記
述
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

虚
構
の
尺
度
に
よ
る
再
測
量
が
要
請
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

＝
二



一
四

『更級日記』〈夢〉の解析

3

　
こ
こ
で
前
生
夢
後
半
部
の
考
察
に
移
る
。
ま
ず
作
者
の
前
生
で
あ
る
仏
師
が
造
っ

た
「
丈
六
の
仏
」
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
　
『
更
級
日
記
』
中
「
丈
六
の
仏
」
な

る
語
は
、
上
総
か
ら
の
上
洛
記
の
終
わ
り
、
入
京
直
前
の
場
面
の
み
に
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。

　
　
あ
は
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
は
す

　
　
粟
津
に
と
ゾ
ま
り
て
、
師
走
の
二
日
京
に
入
る
。
暗
く
い
き
着
く
べ
く
と
、

　
　
さ
る

　
　
申
の
時
ば
か
り
に
立
ち
て
行
け
ば
、
関
ち
か
く
な
り
て
、
山
づ
ら
に
か
り
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み

　
　
め
な
る
き
り
か
け
と
い
ふ
物
し
た
る
上
よ
り
、
丈
六
の
仏
の
い
ま
だ
あ
ら
づ

く
り
に
お
は
す
る
が
、
顔
ば
か
り
見
や
ら
れ
た
り
。
あ
は
れ
に
、
人
離
れ
て
、

　
　
い
つ
こ
と
も
な
く
て
お
は
す
る
仏
か
な
と
、
う
ち
見
や
り
て
過
ぎ
ぬ
。
こ
s

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ふ
さ
か

　
　
ら
の
国
々
を
過
ぎ
ぬ
る
に
、
駿
河
の
清
見
が
関
と
、
逢
坂
の
関
と
ば
か
り
は

　
　
な
か
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
十
三
歳
V

　
上
洛
途
次
の
印
象
深
い
景
と
し
て
清
見
が
関
と
並
べ
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

逢
坂
の
関
の
印
象
を
形
成
し
た
重
要
な
要
因
と
し
て
、
こ
の
「
丈
六
の
仏
」
（
『
関

寺
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、
再
興
さ
れ
た
関
寺
の
本
尊
は
弥
勒
仏
で
、
実
際
の
高
さ
は

五
丈
と
い
う
）
の
存
在
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
仏
像
の
こ
と
は
作
品
中
に

も
う
一
度
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
…
…
霜
月
の
二
十
よ
日
、
石
山
に
ま
ゐ
る
。
雪
う
ち
降
り
つ
s
、
道
の
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ふ
さ
か

　
　
さ
へ
を
か
し
き
に
、
逢
坂
の
関
を
見
る
に
も
、
む
か
し
越
え
し
も
冬
ぞ
か
し

　
　
と
思
ひ
出
で
ら
る
、
に
、
そ
の
ほ
ど
し
も
い
と
荒
う
吹
い
た
り
。

　
　
　
　
逢
坂
の
関
の
せ
き
風
吹
く
声
は
む
か
し
聞
き
し
に
か
は
ら
ざ
り
け
り

　
　
関
寺
の
い
か
め
し
う
つ
く
ら
れ
た
る
を
見
る
に
も
、
そ
の
を
り
荒
造
り
の
御

　
　
顔
ば
か
り
見
ら
れ
し
を
り
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
月
日
の
す
ぎ
に
け
る
も
い
と

　
　
あ
は
れ
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
三
十
八
歳
V

　
「
そ
の
を
り
荒
造
り
の
御
顔
ば
か
り
見
ら
れ
し
を
り
思
ひ
出
で
ら
れ
て
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
記
述
か
ら
は
、
か
つ
て
上
洛
の
折
に
見
た
未
完
の
丈
六
仏
（
五
丈
が
な
ぜ
丈
六

（
一
丈
六
尺
）
と
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
虚
構
性
の
問
題
と
し
て
別
に
論
じ

る
予
定
で
い
る
）
の
印
象
が
き
わ
め
て
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ

し
て
、
関
寺
の
丈
六
仏
に
関
る
こ
の
二
つ
の
記
事
が
、
前
者
は
上
洛
の
旅
の
終
わ

り
に
、
後
者
は
石
山
寺
を
開
始
と
す
る
物
詣
行
の
初
め
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は

注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
関
寺
は
、
中
古
廃
絶
に
帰
し
て
い
た
も
の
を
、
源
信
の
発
意
、
延
鏡
の
尽
力
に

よ
っ
て
再
興
し
、
大
仏
師
康
尚
（
定
朝
の
父
）
に
よ
り
造
立
さ
れ
た
純
金
五
丈
の

弥
勒
仏
を
安
置
し
た
と
い
う
。
　
『
関
寺
縁
起
』
　
『
左
経
記
』
　
『
扶
桑
略
記
』
等
に

よ
り
関
係
略
年
表
を
次
に
示
す
。

・
六
月
十
日
、
源
信
示
寂
（
七
十
六
歳
）

・
閏
四
月
二
十
四
日
、
仏
像
執
刀

・
五
月
二
十
一
日
、
仏
像
竣
功

・
十
二
月
二
日
、
孝
標
女
初
め
て
「
丈
六
の
仏
」
を
見
る
〈
十
三
歳
〉

・
七
月
九
日
、
伽
藍
造
営

（6）
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万
寿
二

寛
徳
二
↓

・
八
月
十
九
日
、
半
ば
功
を
終
え
、
仏
像
を
伽
藍
に
安
置

・
延
鏡
、
広
く
道
俗
か
ら
喜
捨
を
募
る

晒
　
・
五
月
十
六
日
、
道
長
霊
牛
に
参
詣

1　
　
・
六
月
二
日
、
霊
牛
死
す

1045 1027

・
仏
像
供
養

・
孝
標
女
、
再
び
関
寺
を
通
る
〈
三
十
八
歳
〉

　
と
こ
ろ
で
、
関
寺
の
再
興
に
ま
つ
わ
る
説
話
が
、
や
は
り
『
今
昔
物
語
集
』
に

見
え
る
の
で
、
そ
の
後
半
部
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。
な
お
、
省
略
す
る
前
半
部

は
、
困
難
を
極
め
た
関
寺
再
興
事
業
の
途
中
、
迦
葉
仏
の
化
身
と
の
夢
告
を
受
け

た
霊
牛
が
あ
ら
わ
れ
て
寺
の
建
立
を
助
け
た
と
い
う
内
容
で
、
歴
史
的
事
実
と
し

て
は
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
説
話
と
し
て
は
き
わ
め
て
類
型
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
は
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ぶ

　
　
此
ノ
寺
ノ
仏
ハ
弥
勒
二
坐
マ
ス
。
而
ル
ニ
、
其
ノ
仏
堂
共
モ
壊
レ
、
仏
モ
朽

　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
み
い
し
ば
か
り

　
　
チ
失
セ
給
ヒ
ニ
ケ
レ
バ
、
人
、
「
昔
ノ
関
寺
ノ
跡
」
ナ
ド
云
テ
、
礎
許
ヲ
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
お
リ

　
　
テ
、
知
リ
タ
ル
人
モ
有
リ
、
不
知
ヌ
人
モ
有
ル
ニ
、
横
川
ノ
源
信
僧
都
ノ
、

　
　
　
　
　
い
か
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
む
ご
と
な

　
　
「
此
レ
、
何
デ
本
ノ
始
ク
ニ
造
リ
立
テ
ム
。
止
事
無
キ
仏
ノ
、
跡
形
モ
無
ク

　
　
　
　
　
　
き
は
め
　
か
な
し
　
　
　
　
な
か
む
つ
く
　
　
　
か
く
の
ご
と
　
　
　
　
　
は
て

　
　
テ
坐
ス
ル
ガ
極
テ
悲
キ
也
。
就
中
二
、
如
此
ク
関
ノ
畢
二
坐
ス
ル
仏
ナ
レ
バ
、

　
も
ろ
も
ろ
　
　
　
　
　
　
を
が
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
ひ
た
て
ま
つ
り
　
　
　
　
　
か
う
ぺ
か
た
ぷ
け

　
　
諸
ノ
国
ノ
人
不
礼
ヌ
無
シ
。
　
『
仏
二
向
奉
テ
暫
ク
モ
首
ヲ
低
タ
ル
人
ソ
ラ
、

　
　
　
　
な
る
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
に
い
は
む
　
た
な
ご
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
　
　
　
を
が
ま

必
ズ
仏
二
可
成
キ
縁
有
リ
。
何
況
ヤ
、
掌
ヲ
合
セ
テ
一
念
ノ
心
ヲ
発
シ
テ
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
ず
ペ

ム
人
ハ
、
必
ズ
、
当
来
ノ
弥
勒
ノ
世
二
可
生
シ
』
ト
釈
迦
仏
説
キ
置
キ
給
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
が
ふ
ベ

ル
事
ナ
レ
バ
、
仏
ノ
御
法
ヲ
信
ゼ
ム
人
、
此
レ
ヲ
可
疑
キ
ニ
非
ズ
。
然
レ
バ
、

此
レ
、
至
要
ノ
事
也
」
ト
思
給
テ
、
横
川
二
［
］
ト
云
テ
道
心
有
ル
聖
人
有

リ
、
日
僧
　
　
　
ノ
人
二
語
ヒ
ト
テ
　
知
“
ヲ
下
引
テ
　
ヲ
　
　
　
　
　
ク

　
ナ
　
　
　
　
　
シ

ほ

仏
形
二
彫
ミ
奉
ル
間
二
、
源
信
僧
都
失
セ
給
ヌ
レ
バ
、
此
ノ
［
］
聖
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ふ
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
故
僧
都
ノ
宣
ヒ
置
シ
事
ナ
レ
バ
、
愚
二
可
思
キ
ニ
非
ズ
」
ト
云
テ
、
口
仏

　
　
　
　
　
ロ
プ
　
　
ト
ら
　
　
く
り
ぬ
　
　
ら
し

　
師
好
常
ヲ
勲
二
語
テ
令
造
奉
タ
ル
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
む
か
ほ

　
堂
ハ
僧
都
ノ
遺
言
ノ
如
ク
、
二
階
二
造
テ
、
上
ノ
階
ヨ
リ
仏
ノ
御
克
ハ
見
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
給
ヘ
バ
、
，
諸
ノ
通
ル
人
、
吉
ク
礼
ミ
奉
ル
。
堂
漸
ク
造
リ
奉
ル
ニ
、
材
木
墓
々

　
　
　
い
　
で
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
　
　
　
　
　
　

　
シ
ク
不
出
来
ズ
。
日
仏
二
薄
不
押
畢
ズ
。
此
ノ
牛
仏
礼
ミ
ニ
来
ル
諸
ノ
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
び

　
皆
、
物
ヲ
具
シ
テ
奉
ル
。
此
レ
ヲ
取
リ
集
メ
テ
、
思
ヒ
ノ
如
ク
堂
井
二
大
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
り

　
ヲ
造
リ
ツ
。
猶
残
レ
ル
物
ヲ
以
テ
ハ
僧
房
ヲ
造
リ
ツ
。
其
レ
ニ
猶
物
余
タ
レ

　
バ
、
供
養
ヲ
儲
テ
大
キ
ニ
法
会
ヲ
行
ヒ
ツ
。
其
ノ
後
ハ
、
壊
ル
レ
バ
知
識
ヲ

　
引
テ
修
理
ヲ
加
フ
。

　
（
後
略
）

関
寺
再
興
の
経
緯
を
語
る
本
話
中
、
注
意
す
べ
き
は
、
H
関
寺
再
興
・
本
尊
造

仏
の
発
願
者
で
あ
る
源
信
、
つ
ま
り
最
重
要
人
物
が
仏
像
完
成
前
に
亡
く
な
っ
て

い
た
こ
と
、
口
そ
の
後
を
う
け
て
別
人
（
好
常
（
康
尚
）
）
が
仏
像
を
完
成
さ
せ

　
（
1
0
）

た
こ
と
、
日
物
資
の
不
足
の
た
め
仏
像
に
箔
を
押
し
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で

い
る
こ
と
、
の
三
点
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
『
更
級
日
記
』
の
前
生
夢
後
半
部
の

傍
線
部
川
・
②
・
③
に
そ
の
ま
ま
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
照
応
は
細
部
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

け
る
状
況
等
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
全
体
と
し
て
は
き
わ
め
て
類
似
性
を
持
っ
た
　
（

一
五
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も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
ま
た
説
話
の
摂
取
が
行
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
の
脳
裡
に
、
丈
六
の
仏
W
関
寺
の
大
仏
W
関
寺
の
再
興

W
再
興
に
ま
つ
わ
る
逸
話
、
と
い
う
連
想
が
働
い
た
か
ど
う
か
は
知
る
よ
し
も
な

い
が
、
『
更
級
日
記
』
の
前
生
夢
後
半
部
が
、
　
『
今
昔
物
語
集
』
所
収
説
話
を
摂

取
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
可
能
性
は
相
当
に
高
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
　
（
こ
の
言
い
方
は
正
確
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
両
作
品
の
成
立
時
期
を
考

え
れ
ば
、
両
作
品
同
士
の
直
接
の
交
渉
は
無
理
。
　
『
古
本
説
話
集
』
に
も
同
文
的

同
話
を
収
め
る
本
話
の
直
接
の
典
拠
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
が
、
敢
て
言
え
ば
、

本
話
の
典
拠
と
な
っ
た
散
侠
説
話
か
ら
『
更
級
日
記
』
が
直
接
摂
取
し
た
と
言
う

べ
き
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
本
件
は
都
人
の
間
で
も
有
名
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
か
ら
、
口
承
段
階
か
ら
の
摂
取
と
も
考
え
ら
れ
る
。
）

4

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
　
『
更
級
日
記
』
前
生
夢
前
・
後
半
部
各
々
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
別
種
の
説
話
を
摂
取
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
、
一
つ
の

夢
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ

う
に
摂
取
・
構
成
し
た
作
者
の
意
図
、
あ
る
い
は
表
現
と
し
て
の
機
能
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
前
半
部
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
無
理
・
矛
盾
を
か
か
え
な
が
ら
も
、
約
言
す
る

な
ら
ば
自
ら
の
前
生
が
仏
師
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
カ

へ
の
よ
き
宿
縁
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
「
ひ
じ
り
な
ど
す
ら
、
前
の
世
の
こ
と

夢
に
見
る
は
、
い
と
か
た
か
な
る
を
、
（
中
略
）
夢
に
見
る
や
う
、
」
と
い
う
記
述

と
同
じ
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
後
半
部
は
、
そ
の
仏
師
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　

仕
事
が
未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
。
前
半
部
が
摂
取
し
た
説
話
群

は
、
そ
の
登
場
者
の
大
半
が
法
華
持
経
者
と
し
て
の
不
完
全
性
あ
る
い
は
異
常
を

負
っ
て
い
る
（
そ
れ
ゆ
え
に
、
宿
因
の
夢
告
を
祈
請
す
る
）
。
法
華
経
の
一
部
暗

諦
不
能
・
盲
目
・
色
黒
・
吃
等
々
。
今
、
そ
れ
が
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
。

　
こ
の
「
未
完
」
性
こ
そ
が
、
前
・
後
半
を
つ
な
い
だ
当
夢
の
主
題
を
担
う
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
清
水
寺
（
関
寺
再
興
説
話
に
清
水
の
僧
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

登
場
す
る
）
の
御
堂
」
の
「
東
に
お
は
す
る
丈
六
の
仏
」
と
提
示
さ
れ
な
が
ら
も
、

実
は
そ
こ
で
想
起
さ
れ
て
い
る
の
は
関
寺
の
五
丈
の
弥
勒
仏
で
あ
り
、
そ
れ
は
竣

功
後
も
十
年
近
く
、
金
箔
を
押
し
さ
し
た
ま
ま
で
、
入
魂
の
儀
式
も
済
ま
さ
れ
て

い
な
い
、
中
途
半
端
な
姿
の
ま
ま
に
さ
ら
し
続
け
ら
れ
る
仏
像
の
面
影
で
あ
っ
た
。

作
者
は
こ
こ
で
、
よ
き
宿
縁
を
受
け
な
が
ら
も
仏
道
に
対
し
て
堅
固
な
姿
勢
を
保

持
で
き
な
い
で
い
る
こ
の
頃
の
自
己
の
信
仰
史
的
状
況
を
、
中
途
半
端
な
も
の
と

観
じ
、
そ
の
不
安
定
で
落
ち
着
か
な
い
、
言
わ
ば
宙
ぶ
ら
り
ん
の
心
象
を
、
関
寺

　
　
　
　
　
コ

の
未
完
の
大
仏
の
姿
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暗
示
的
に
象
徴
し
よ
う

と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
前
生
に
お
い
て
「
箔
を
お
し
さ
し
て
な
く

な
り
に
し
」
仏
師
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
今
生
に
お
い
て
「
あ
と
は
か
な
い
や
う
に
、

は
か
ぐ
し
か
ら
ぬ
心
地
」
の
ま
ま
に
揺
濠
す
る
自
身
の
姿
と
し
て
、
こ
こ
に
位

置
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。
そ
こ
に
は
、
自
己
の
か
つ
て
の
心
的
現
実
に

対
す
る
正
確
な
認
識
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
前
生
夢
を
中
心
に
、
そ
の
前
後
の
作
者
の
信
仰
の
様
相
を
、
夢
及
び
述
懐
的
記

述
に
沿
っ
て
な
が
め
て
み
る
な
ら
ば
、
以
前
は
、

　
ω
「
こ
の
こ
ろ
の
世
の
人
は
十
七
八
よ
り
こ
そ
経
よ
み
、
お
こ
な
ひ
も
す
れ
、

（8）



『更級日記』〈夢〉の解析

さ
る
こ
と
思
ひ
か
け
ら
　
ず
」

回
「
（
清
水
参
籠
の
折
の
夢
）

〈
十
九
歳
〉

ひ
と
y
め
で
ま
か
で
ぬ
」

内
「
（
初
瀬
へ
の
代
参
僧
の
夢
）

司
」

か
く
な
む
見
え
つ
る
と
も
語
ら
ず
、
心
に
も
思

　
　
　
　
　
　
　
　
〈
二
十
六
～
二
十
八
歳
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
に
見
え
け
る
ぞ
と
だ
に
、
耳
も
と
癬
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
同
∨

と
、
仏
道
・
自
己
の
将
来
に
対
し
て
ま
っ
た
く
無
関
心
な
様
と
し
て
記
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、

　
⇔
当
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
三
十
二
歳
〉

　
困
「
あ
な
も
の
狂
ほ
し
、
い
か
に
よ
し
な
か
り
け
る
心
な
り
と
思
ひ
し
み
は
て

　
て
、
ま
め
／
＼
し
く
過
ぐ
す
と
な
ら
ば
、
さ
て
も
あ
り
は
て
ず
」
〈
三
十
三
歳
〉

の
よ
う
に
、
心
の
う
ち
に
道
心
を
起
こ
す
が
行
動
に
未
だ
結
実
し
な
い
段
階
を
経

て
、　

内
「
の
ち
の
世
ま
で
の
こ
と
を
も
思
は
む
と
思
ひ
は
げ
み
て
、
霜
月
の
二
十

　
よ
日
、
石
山
に
ま
ゐ
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
三
十
八
歳
V

　
閨
「
（
石
山
参
籠
の
折
の
夢
）
よ
き
こ
と
な
ら
む
か
し
と
思
ひ
て
、
を
こ
な

　
ひ
明
か
す
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
同
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
見
る
よ
う
に
、
信
仰
心
と
行
動
が
相
乗
的
に
高
ま
る
時
期
を
迎
え
る
よ
う
に
配

　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
前
生
夢
を
記
す
⇔
及
び

㈱
の
記
事
は
無
関
心
と
専
念
と
の
架
橋
的
位
置
に
置
か
れ
、
そ
し
て
そ
の
ど
ち
ら

に
も
属
さ
な
い
、
一
種
不
安
定
な
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点

か
ら
も
、
右
に
見
た
解
釈
が
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
は
前
生
夢
記
事
の
み
を
と
り
あ
げ
た
が
、
『
更
級
日
記
』
中
に

そ
の
意
味
・
機
能
の
未
だ
不
分
明
な
「
夢
」
記
事
は
少
な
く
な
い
。
続
稿
に
お
い

て
、
さ
ら
に
検
討
・
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
注

（
1
）
松
本
寧
至
「
更
級
日
記
・
夢
と
信
仰
」
国
文
学
（
昭
和
5
6
・
1
）
。

（
2
）
池
田
利
夫
訳
注
『
更
級
日
記
』
旺
文
社
文
庫
（
昭
和
5
3
・
4
）
現
代
語
訳
に
よ

　
　
る
。

（
3
）
平
林
盛
得
・
小
池
一
行
編
『
僧
歴
綜
覧
』
笠
間
書
院
（
昭
和
5
1
・
7
）
。

（
4
）
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
校
注
『
法
華
経
（
中
）
』
岩
波
文
庫
（
昭
和
5
1
・
1
1
改
版
）

　
　
書
き
下
し
文
。

（
5
）
・
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
（
岩
波
文
庫
）

　
　
　
　
女
の
言
わ
く
、
汝
の
神
力
を
も
っ
て
、
わ
が
成
仏
を
見
よ
、
ま
た
こ
れ
よ
り

　
　
　
　
す
み
ゃ
か
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
と
き
　
　
し
め
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
つ
ね
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん

　
　
　
　
も
速
な
ら
ん
と
。
当
時
の
衆
会
は
、
皆
、
童
女
の
、
忽
然
の
間
に
変
じ
て
男

　
　
　
　
し

　
　
　
　
子
と
成
り
、
菩
薩
の
行
を
具
し
て
、
す
な
わ
ち
、
南
方
の
無
垢
世
界
に
往
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね

　
　
　
　
宝
蓮
華
に
坐
し
て
、
等
正
覚
を
成
じ
、
三
十
二
相
・
八
十
種
好
あ
り
て
、
普

　
　
　
　
く
十
方
の
一
切
衆
生
の
た
め
に
、
妙
法
を
演
説
す
る
を
見
た
り
。
　
（
書
き
下

　
　
　
　
し
文
）

　
　
　
『
大
無
量
寿
経
』
阿
弥
陀
の
四
十
八
願
中
第
三
十
五
願
（
岩
波
文
庫
『
浄
土
三

　
　
　
部
経
（
上
）
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
け

　
　
　
　
た
と
い
、
わ
れ
仏
と
な
る
を
え
ん
と
き
、
十
方
の
無
量
・
不
可
思
議
の
諸
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ょ
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ょ
う
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
ぢ
し
ん
ぎ
ょ
う
　
　
　
　
ぼ

　
　
　
　
世
界
に
、
そ
れ
、
女
人
あ
り
て
、
わ
が
名
字
を
聞
き
て
、
歓
喜
信
楽
し
、
菩

　
　
　
　
だ
い
し
ん
　
　
お
こ
　
　
　
に
ょ
し
ん
　
　
え
ん
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ょ

　
　
　
　
提
心
を
発
し
、
女
身
を
厭
悪
せ
ん
。
　
（
そ
の
人
）
寿
終
り
て
の
ち
、
ま
た
女

　
　
　
　
ぞ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
が
く

　
　
　
　
像
と
な
ら
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。
（
書
き
下
し
文
）

（
6
）
津
本
信
博
『
更
級
日
記
の
研
究
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
（
昭
和
5
7
・
7
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
7
）
　
「
の
ち
の
世
ま
で
の
こ
と
」
を
一
般
に
「
（
死
ん
だ
）
後
の
世
の
こ
と
ま
で
」

　
　
（
後
世
の
安
楽
を
願
お
う
と
す
る
心
境
）
〈
旺
文
社
文
庫
〉
と
解
す
る
が
、
そ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
．
り
ば
本
文
は
「
の
ち
の
世
の
．
、
と
ま
で
」
で
な
く
て
磯
涜
ぼ
語
順
に
忠
実
旬

　
　
に
解
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
「
後
の
世
の
極
楽
往
生
ま
で
の
こ
と
」
（
今
井
卓
爾
　
（

一
七



一
八

『更級日記』〈夢〉の解析

　
　
『
更
級
日
記
　
謡
注
と
評
論
』
）
と
で
も
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
思
い
描
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　

　
　
て
い
る
の
は
、
往
生
ま
で
の
現
世
に
お
け
る
過
ご
し
方
な
の
で
あ
っ
て
、
未
だ
現

　
　
世
利
益
的
信
仰
の
範
曙
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
8
）
永
井
義
憲
「
更
級
日
記
と
夢
ノ
ー
ト
」
国
文
学
踏
査
第
五
号
（
昭
3
3
・
5
）
〈
日

　
　
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
平
安
朝
日
記
H
』
有
精
堂
（
昭
5
0
・
1
1
）
所
収
∨
。

（
9
）
　
「
更
級
日
記
臆
断
」
国
語
国
文
研
究
（
昭
3
5
・
1
0
）
〈
日
本
文
学
研
究
資
料
叢

　
　
書
『
平
安
朝
日
記
n
』
〉
所
収
。

（
1
0
）
　
日
本
古
典
文
学
全
集
『
今
昔
物
語
集
（
一
）
』
頭
注
に
は
、
　
「
関
寺
縁
起
に
、

　
　
康
尚
が
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
閏
四
月
二
十
四
日
執
刀
、
五
月
二
十
一
日
に
竣

　
　
工
し
た
と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
康
尚
は
最
後
の
仕
上
げ
だ
け
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
」

　
　
と
あ
る
。

（
1
1
）
あ
る
い
は
ま
た
、
『
関
寺
縁
起
』
　
（
奥
書
の
日
付
は
万
寿
二
年
六
月
二
十
日
）

　
　
の
編
者
左
京
権
大
夫
菅
原
師
長
と
の
交
流
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た
も
の
か
と
も
考
え

　
　
ら
れ
る
。菅

原
家
系
図　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

淳
茂
ー
在
躬
－
輔
正
ー
為
紀
－
忠
貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
印
は
氏
の
長
者

（
1
2
）
　
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
更
級
日
記
』
　
（
秋
山
度
校
注
）
は
こ
の
「
仏
」
を
　
の

　
「
阿
弥
陀
堂
の
本
尊
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
（
頭
注
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

※
　
　
本
稿
中
の
本
文
引
用
は
、
以
下
の
書
に
よ
っ
た
。

　
・
『
更
級
日
記
』
ー
旺
文
社
文
庫
（
池
田
利
夫
訳
注
、
昭
5
3
・
4
）
。

　
・
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
ー
日
本
思
想
大
系
〈
往
生
伝
　
法
華
験
記
〉
（
井

　
　
上
光
貞
・
大
曾
根
章
介
校
注
、
昭
4
9
・
9
）

　
・
『
今
昔
物
語
集
』
ー
日
本
古
典
文
学
全
集
く
今
昔
物
語
集
　
V
（
馬
淵
和
夫
・

　
　
国
東
文
麿
・
今
野
達
校
注
・
訳
、
昭
4
6
・
7
）

　
　
　
但
し
、
　
『
今
昔
物
語
集
』
の
平
仮
名
傍
訓
は
最
小
限
に
と
ど
め
た
。

’


