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は
じ
め
に

 　

本
阿
弥
光
悦
は
桃
山
後
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
書
家
、
陶
芸
家
、

ま
た
漆
器
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
《
鶴
下
絵
和
歌
巻
》
や

《
鹿
下
絵
和
歌
巻
》
な
ど
に
う
か
が
え
る
流
麗
な
仮
名
文
字
は
光
悦
の
書
体
を
代
表

す
る
も
の
と
し
て
常
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
、
数
々
の
展
覧
会
の
目
玉
と
な
っ

て
き
た
。
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
主
に
そ
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
の
は
彼

の
仮
名
作
品
で
あ
り
、「
装
飾
的
」
な
ど
の
賞
賛
句
と
と
も
に
、
彼
の
能
書
家
と
し

て
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
光
悦
研
究
の
や

り
方
に
全
く
問
題
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、「
光
悦
」
の
方
印
が
あ
る

も
の
を
厳
し
い
精
査
な
し
に
光
悦
筆
と
認
め
て
し
ま
っ
た
が
故
に
、
世
に
膨
大
な
量

の
伝
光
悦
作
品
を
生
む
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
作
品
よ
り
も
光
悦
の
名
声
が
先

に
あ
り
、
詳
し
く
分
析
さ
れ
ぬ
ま
ま
彼
の
名
の
冠
さ
れ
た
作
品
だ
け
が
ま
た
さ
ら
に

増
え
て
い
く
と
い
う
悪
循
環
に
あ
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
「
光
悦
」
の
名
が
独
り
歩
き
す
る
傾
向
は
、
美
術
史
な
ど
の
学
問
が
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体
系
化
し
始
め
る
二
十
世
紀
初
頭
に
す
で
に
萌
し
て
い
た
。
川
瀬
一
馬
は
一
九
三
二

年
出
版
の
『
嵯
峨
本
図
考
』
の
中
で
、
嵯
峨
本
の
版
下
の
作
者
を
光
悦
と
結
び
つ
け

た
。
以
降
、
こ
の
書
誌
学
の
分
野
か
ら
提
唱
さ
れ
た
説
は
、
そ
の
ま
ま
美
術
史
家
の

見
解
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
光
悦
と
い
う
偉
大
な
能
書
家
の
傘
下

に
業
績
が
一
つ
増
え
、
さ
ら
に
嵯
峨
本
に
も
箔
が
つ
く
。
し
か
し
、「
光
悦
様
」
と

い
う
言
葉
の
裏
に
具
体
的
な
根
拠
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
近
年
、
実
証
的
な

文
字
の
分
析
に
よ
っ
て
、
嵯
峨
本
の
版
下
作
製
に
お
け
る
角
倉
素
庵
の
貢
献
が
再
確

認
さ
れ
、
よ
う
や
く
そ
の
実
像
が
見
え
始
め
て
い
る（
１
）。

　

ま
た
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
光
悦
筆
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
仮
名
作
品
に
、
他
の
書
家

の
筆
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
が
近
年
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
林
進
氏
は
そ
の
論
文

で
、
嵯
峨
本
の
中
で
も
特
に
光
悦
作
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
「
新
古
今
和
歌
集
月

詠
歌
巻
」
や
「
三
十
六
歌
仙
」
を
取
り
上
げ
、
素
庵
の
遺
作
と
精
細
に
比
べ
な
が
ら

こ
れ
ら
が
光
悦
筆
で
な
い
こ
と
を
論
証
し
て
い
る（
２
）。
そ
れ
ら
が
は
た
し
て
素
庵
筆
で

あ
る
か
、
も
し
く
は
そ
の
周
辺
か
、
ま
た
さ
ら
に
は
光
悦
の
一
派
か
、
議
論
の
余
地

は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
以
前
の
よ
う
に
光
悦
の
仮
名
文
字

に
絶
対
的
な
信
頼
を
お
け
な
く
な
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る（
３
）。
つ
ま
り
、
光
悦
の
文

字
の
基
準
と
い
う
も
の
を
、
も
う
一
度
考
え
直
す
と
き
が
き
て
い
る
と
言
え
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
今
後
も
光
悦
作
と
さ
れ
る
仮
名
作
品
の
研
究
は
続
け
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
筆
者
は
、
光
悦
作
品
を
見
分
け
る
上
で
も
う
一

つ
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
考
え
、
そ
れ
を
従
来
の
研
究
で
な
か
な
か
顧
み
ら
れ

な
か
っ
た
光
悦
の
漢
字
に
探
り
た
い
と
考
え
る
。

　

光
悦
筆
と
伝
わ
る
漢
字
作
品
は
、
M
O
A
美
術
館
の
《
花
卉
摺
絵
蘭
亭
序
書
巻
》

や
大
和
文
化
財
団
の
《
滕
王
閣
賦
巻
》
な
ど
多
数
残
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
十
分

に
研
究
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
く
、
真
蹟
か
否
か
に
つ
い
て
も
ま
だ
即
断
は
で
き

な
い
。
そ
の
中
で
唯
一
、
研
究
者
の
間
で
疑
い
な
く
光
悦
筆
と
さ
れ
て
き
た
の
が
日

蓮
の
著
作
を
書
写
し
た
一
連
の
作
品
で
あ
る（
４
）。
こ
れ
ら
真
蹟
と
認
め
ら
れ
る
書
を
精

細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
光
悦
の
文
字
の
癖
や
特
徴
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い

か
、
ま
た
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
文
字
を
仮
名
作
品
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
比
較
す

る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
的
に
筆
跡
判
断
も
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
京
都
の
妙
蓮
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
《
立
正
安
国
論
》
と
《
始
聞
仏
乗
義
》

を
取
り
上
げ
、
そ
の
文
字
を
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
光
悦
の
筆
跡
を
判
断

す
る
た
め
の
新
た
な
指
標
確
立
の
一
助
に
な
れ
ば
と
願
う
。

　
　
　
１　
妙
蓮
寺
蔵
《
立
正
安
国
論
》
と
《
始
聞
仏
乗
義
》
に
つ
い
て

　

妙
蓮
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
《
立
正
安
国
論
》
と
《
始
聞
仏
乗
義
》
に
は
と
も
に

奥
書
が
あ
る
。《
立
正
安
国
論
》
の
末
尾
に
は
「
妙
蓮
寺
／
法
印
権
大
僧
都
日
源
上

人
／
依
御
所
望
書
之
／
元
和
五
年
七
月
五
日
／
大
虚
庵
光
悦
（
花
押
）」
と
記
さ
れ
、

こ
の
書
が
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
の
七
月
五
日
に
、
妙
蓮
寺
の
日
源
と
い
う
住
持

の
依
頼
に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
図
1
）。《
始
聞
仏
乗
義
》
に
も
同
様

の
奥
書
が
付
さ
れ
て
い
る
が（
図
2
）、書
写
し
た
日
付
が《
立
正
安
国
論
》よ
り
数
ヶ

月
遅
れ
た
同
年
の
十
二
月
廿
七
日
と
な
っ
て
い
る（
５
）。
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両
書
が
提
出
さ
れ
た
日
源
と
い
う
人
物
は
、
妙
蓮
寺
の
第
十
四
世
の
住
持
を
務
め

て
い
た（
６
）。
日
源
が
正
確
に
ど
の
期
間
か
ら
ど
の
期
間
ま
で
そ
の
役
職
に
つ
い
て
い
た

の
か
、現
存
の
史
料
で
は
辿
れ
な
い
。し
か
し
、「
妙
蓮
寺
開
闢
再
興
略
記
」に
よ
る
と
、

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
頃
に
な
さ
れ
た
妙
蓮
寺
の
本
堂
と
方
丈
の
再
建
は
日
源
の

手
に
な
っ
た
と
い
う（
７
）。
こ
の
寺
院
の
再
興
が
前
政
権
者
で
あ
っ
た
豊
臣
秀
吉
の
都
市

計
画
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
源
の
任
期
は
政
治
的
過
渡
期
で
あ

る
慶
長
か
ら
元
和
に
重
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
日
源
と
光
悦
の
接
点
は
ど

こ
に
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
寺
院
な
ど
に
残
る
文
書
は
多
く
を
語

ら
な
い
。
唯
一
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
光
悦
か
ら
妙
蓮
寺
宛
て
に
送
ら
れ
た
手
紙

で
あ
る（
８
）。
こ
れ
は
妙
蓮
寺
の
本
光
院
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
光
悦
が
昵
懇
に

し
て
い
た
神
尾
之
直
へ
の
伝
言
を
託
し
て
い
る
。
文
中
に
膳
所
藩
主
の
菅
沼
定
芳
に

頼
ま
れ
た
と
い
う
揮
毫
の
話
が
出
て
く
る
が
、
定
芳
と
光
悦
と
の
交
流
を
考
え
る
と

こ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
の
は
元
和
中
期
以
降
と
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、《
立
正
安

国
論
》
等
が
書
か
れ
た
時
期
に
は
す
で
に
、
妙
蓮
寺
を
通
じ
て
光
悦
と
彼
の
友
人
間

で
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
け
渡
し
を
行
う
よ
う
な
関
係
が
築
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
妙
蓮
寺
と
光
悦
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
上
で
、
地
理
的
な
要
素
も
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。秀
吉
の
聚
楽
第
建
設
に
よ
っ
て
、天
正
十
五
年（
一
五
八
七
）

頃
か
ら
洛
中
の
多
く
の
寺
院
が
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
京
都
の
法
華
宗
に
お
い

て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
本
法
寺
も
例
外
で
は
な
く
、
秀
吉
の
命
が
下
っ
て

か
ら
間
も
な
く
、
一
条
堀
川
か
ら
現
在
の
堀
川
寺
之
内
へ
と
移
動
し
て
い
る（
９
）。
同
じ

よ
う
に
妙
蓮
寺
も
都
市
の
再
編
成
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
天
文
年
間
以
降
そ

こ
に
あ
っ
た
大
宮
西
北
小
路
を
去
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
移
転
地
は
本
法
寺

の
ち
ょ
う
ど
真
向
い
で
あ
っ
た
。
堀
川
通
り
を
挟
ん
で
、
本
法
寺
と
妙
蓮
寺
は
対
峙

す
る
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
法
寺
は
そ
の
起
源
か
ら
本
阿
弥
家
と
の
関
わ
り
が
深
く
、
天
正
か
ら
慶
長
に
か

け
て
の
寺
院
の
再
興
に
も
彼
ら
一
族
は
大
き
く
貢
献
し
た
）
（（
（

。
当
然
な
が
ら
光
悦
も
本

法
寺
の
た
め
な
ら
腕
を
惜
し
む
こ
と
な
く
ふ
る
っ
て
お
り
、
寺
の
顔
と
も
言
う
べ
き

本
堂
の
扁
額
な
ど
も
手
掛
け
て
い
る
。
中
で
も
注
目
に
値
す
る
の
は
、
妙
蓮
寺
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
形
式
の
日
蓮
著
作
の
書
写
が
本
法
寺
に
も
残
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
光
悦
筆
に
な
る
本
法
寺
蔵
《
法
華
題
目
抄
》《
如
説
修
行
抄
》《
観
心

本
尊
得
意
抄
》
に
は
、妙
蓮
寺
の
作
品
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
奥
書
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
書
体
の
類
似
か
ら
、《
立
正
安
国
論
》
や
《
始
聞
仏
乗
義
》
か
ら
そ
う
遠
く
な

い
時
期
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
ど
ち
ら
が
先
に
書
か
れ

た
の
か
。
光
悦
と
本
法
寺
と
の
深
い
縁
を
考
慮
す
る
と
、
ま
ず
《
法
華
題
目
抄
》
等

を
当
寺
に
寄
進
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
寺
院
に
お
け
る
写
経
の
規
範

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、
書
家
の
名
前
な
ど
を
あ
え
て
奥
書
に
記
さ
な
い
方
が
道
理

に
か
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、光
悦
は
本
法
寺
に
寄
進
す
る
目
的
で
《
法
華
題
目
抄
》

等
を
書
写
し
、
そ
の
こ
と
が
向
か
い
の
妙
蓮
寺
に
伝
わ
り
、
今
度
は
そ
の
住
持
で
あ

る
日
源
が
日
蓮
御
書
の
書
写
を
書
家
に
依
頼
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考

え
れ
ば
、
妙
蓮
寺
の
作
品
に
わ
ざ
わ
ざ
奥
書
を
記
し
た
の
に
も
う
な
ず
け
る
。

　

日
源
も
し
く
は
光
悦
が
な
ぜ
「
立
正
安
国
論
」
と
「
始
聞
仏
乗
義
」
を
テ
キ
ス
ト

に
選
ん
だ
か
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
法
華
宗
内
で
の
両
書
の
扱
わ
れ
方
と
無
関
係
で

は
な
い
。「
立
正
安
国
論
」
は
も
と
も
と
、
日
蓮
が
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
に
国

家
諫
暁
を
目
的
と
し
て
北
条
時
頼
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
鎌
倉
を
中
心

に
多
発
し
て
い
た
天
変
地
異
を
法
華
経
へ
の
違
背
に
よ
る
も
の
と
し
、
日
蓮
は
時
頼

に
改
宗
を
迫
っ
た
の
だ
。
臨
済
宗
に
帰
依
し
て
い
た
時
頼
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ

れ
を
退
け
、
日
蓮
の
迫
害
に
満
ち
た
人
生
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
時
頼
に
提
出
さ
れ

た
「
立
正
安
国
論
」
の
原
本
は
行
方
が
知
れ
な
い
が
、
日
蓮
当
人
に
よ
る
写
し
が
中

山
法
華
経
寺
に
残
っ
て
い
る
。
法
華
宗
の
間
で
は
重
書
中
の
重
書
と
さ
れ
、
繰
り
返

し
そ
の
教
義
に
つ
い
て
講
義
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
写
本
も
数

多
く
つ
く
ら
れ
た
。
光
悦
の
書
の
題
材
に
選
ば
れ
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
「
始
聞
仏
乗
義
」
に
つ
い
て
も
中
山
法
華
経
寺
に
真
蹟
が
残
っ
て
お
り
、
元
和
頃
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に　

最
初
に
出
版
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
録
内
御
書
』
に
も
、「
立
正
安
国

論
」
と
も
ど
も
収
録
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
こ
れ
は
建
治
四
年
（
一
二
七
八
）、
日
蓮
か
ら

弟
子
の
一
人
で
あ
る
富
木
常
忍
に
宛
て
ら
れ
た
消
息
で
あ
り
、
内
容
は
日
蓮
仏
法
の

教
義
を
巡
る
問
答
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
末
法
の
凡
夫
が
こ
の
法
華
経

の
法
門
を
聞
け
ば
、
自
身
の
み
な
ら
ず
父
母
ま
で
を
も
成
仏
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
結
ん
で
終
わ
っ
て
い
る
。
日
蓮
の
直
弟
子
の
一
人
で
あ
っ
た
日
興
が
「
始
聞
仏
乗

義
」
を
写
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
日
蓮
の
生
前
か
ら
い
か
に
こ
の
書
が
大
切

に
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

光
悦
に
よ
る
日
蓮
著
作
の
書
写
を
考
え
る
上
で
、
も
う
一
つ
、
看
過
で
き
な
い
点

が
あ
る
。
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
の
四
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
、
本
法
寺
の
日

通
は
小
湊
誕
生
寺
の
日
蓮
真
蹟
を
臨
写
し
て
い
る
。そ
の
数
は
三
十
五
に
も
の
ぼ
り
、

後
に
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
の
『
録
内
御
書
』
の
校
合
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
加
え
て
、本
法
寺
に
は
日
通
の
手
に
な
る
『
録
内
御
書
』
の
写
本
も
伝
わ
っ

て
い
る
）
（（
（

。
い
わ
ば
こ
の
頃
、
本
法
寺
の
日
通
を
中
心
と
し
て
御
書
の
書
写
活
動
な
る

も
の
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
光
悦
の
《
立
正
安
国
論
》
等
も
こ
の
文
脈
の
中

で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
性
格
に
お
い
て
他
の
写
本
と
一
線

を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
。

　
　
　
２　
《
立
正
安
国
論
》《
始
聞
仏
乗
義
》
の
書
体
研
究

　

光
悦
筆
《
立
正
安
国
論
》
と
《
始
聞
仏
乗
義
》
を
通
し
て
ま
ず
目
に
つ
く
書
体
の

特
徴
は
、
楷
書
・
行
書
・
草
書
の
混
交
で
あ
ろ
う
）
（（
（

。
例
え
ば
、《
立
正
安
国
論
》
冒

頭
の「
旅
客
」と
い
う
字
は
最
後
の
は
ら
い
ま
で
慎
重
に
筆
が
運
ば
れ
て
い
る
が（
図

3
）、
次
の
行
の
「
至
近
日
」
に
な
る
と
線
は
細
く
な
り
形
も
く
ず
れ
て
い
る
（
図

4
）。
同
じ
こ
と
が
《
始
聞
仏
乗
義
》
に
も
う
か
が
え
る
。
五
行
目
に
あ
る
「
止
観
」

は
、
線
は
細
い
な
が
ら
も
明
確
に
つ
づ
ら
れ
、「
観
」
に
も
旧
字
体
が
当
て
ら
れ
て

い
る
（
図
5
）。
七
行
目
の
「
止
観
」
に
つ
い
て
も
、
墨
痕
鮮
や
か
な
は
ね
な
ど
を

見
る
と
、楷
書
に
近
い
と
言
っ
て
い
い
。と
こ
ろ
が
そ
の
次
の
行
に
な
る
と
突
如
、「
止

観
」
は
そ
の
容
態
を
変
え
る
。
蛇
の
よ
う
に
と
ぐ
ろ
を
巻
く
「
止
」
は
も
は
や
原
形

を
と
ど
め
て
お
ら
ず
、
素
早
く
流
れ
て
そ
の
ま
ま
「
観
」
の
第
一
画
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
る
（
図
6
）。

　

た
っ
た
数
行
の
間
に
め
ま
ぐ
る
し
く
変
容
す
る
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
は
、
宗
教

的
な
文
脈
で
な
さ
れ
て
き
た
写
経
の
伝
統
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
法

華
宗
に
お
い
て
も
た
び
た
び
、
日
蓮
の
真
蹟
は
書
写
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。「
立

正
安
国
論
」
に
つ
い
て
も
日
祐
や
伝
日
向
の
写
本
が
残
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
判

読
性
を
考
慮
し
て
か
一
字
一
字
丁
寧
に
書
か
れ
て
い
る
）
（（
（

。
さ
ら
に
、
日
蓮
提
唱
の
文

字
曼
荼
羅
を
本
尊
と
し
て
き
た
法
華
宗
に
お
い
て
は
、
書
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、

図
3　
《
立
正
安
国
論
》
よ
り
「
旅
客
」

図
5　
《
始
聞
仏
乗
義
》
よ
り
「
止
観
」

図
4　
《
立
正
安
国
論
》
よ
り
「
至
近
日
」

図
6　
《
始
聞
仏
乗
義
》
よ
り
「
止
観
」
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日
蓮
が
残
し
た
文
字
の
形
そ
の
も
の
も
写
し
取
る
べ
き
神
聖
な
も
の
で
あ
っ
た
。
現

在
、
鎌
倉
の
妙
本
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
る
「
立
正
安
国
論
」
の
写
本
は
寂
静
房
日
進

の
筆
に
な
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
日
蓮
の
原
典
と
比
べ
て
み
る
と
、
祖
師
の

筆
跡
ま
で
忠
実
に
な
ぞ
ら
れ
た
臨
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
7
・
図
8
）。

　

こ
れ
ら
前
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
光
悦
筆
《
立
正
安
国
論
》《
始
聞
仏
乗
義
》

の
特
異
性
が
よ
り
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
光
悦
に

そ
も
そ
も
日
蓮
の
書
を
「
写
し
取
る
」
と
い
う
意
識
は
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
に
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
光
悦
の
書
体
が
日
蓮
の
そ
れ
と
か
け
離
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
指
摘
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
テ
キ
ス
ト
に
使
わ
れ
た
文
字
の
異
同
に
目

を
移
し
た
い
。
日
蓮
は
「
立
正
安
国
論
」
の
題
名
に
「
国
」
の
字
を
使
っ
て
い
る
が
、

光
悦
は
こ
れ
を
あ
え
て
旧
字
の
「
國
」
に
し
て
い
る
。
ま
た
、《
立
正
安
国
論
》
四

行
目
の
「
徧
」
も
、
日
蓮
の
原
典
で
は
「
遍
」
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
点

に
関
し
て
は
、
臨
書
で
は
な
い
日
祐
や
伝
日
向
の
写
本
も
旧
字
の
「
國
」
を
使
っ
て

い
る
た
め
、
光
悦
の
利
用
し
た
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否

め
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
《
始
聞
仏
乗
義
》
に
な
る
と
文
字
の
異
同
は
こ
の
よ
う
な
旧
字
・
新
字

の
違
い
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
深
く
意
味
に
関
わ
る
所
ま
で
見
受
け
ら
れ

る
。
六
行
目
の
「
未
聞
」
と
「
如
何
」
の
間
に
は
、日
蓮
の
原
典
に
は
存
在
す
る
「
心

（
意
）」
が
脱
落
し
て
い
る
。
さ
ら
に
十
行
目
の
「
答
」
と
「
末
」
の
間
に
「
夫
」
が

抜
け
た
り
、
八
十
三
行
目
の
「
天
台
」
の
後
に
「
大
師
」
を
つ
け
忘
れ
た
り
と
脱
字

が
目
に
つ
く
。
さ
ら
に
教
義
に
関
わ
る
部
分
で
は
、
光
悦
筆
の
《
始
聞
仏
乗
義
》
の

十
二
行
目
以
降
頻
出
す
る
「
種
類
種
」
と
い
う
文
句
が
あ
げ
ら
れ
る
（
図
9
）。
日

蓮
は
そ
の
原
典
の
中
で
法
華
経
・
薬
草
喩
品
の
「
種
相
対
性
」
と
い
う
一
節
に
触
れ
、

そ
の
「
種
」
の
解
釈
に
「
就
類
種
」
と
「
相
対
種
」
の
二
つ
が
あ
る
と
説
く
の
だ
が
、

光
悦
は
こ
の
「
就
類
種
」
を
「
種
類
種
」
と
つ
づ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
概
念
を
め
ぐ

る
議
論
は
日
蓮
の
「
始
聞
仏
乗
義
」
の
半
分
以
上
を
占
め
、当
然
な
が
ら
「
就
類
種
」

と
い
う
言
葉
も
繰
り
返
し
出
て
く
る
。
光
悦
は
こ
の
書
の
根
幹
と
も
い
う
べ
き
言
葉

を
誤
っ
て
写
し
取
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
光
悦
の
書
と
日
蓮
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
形
と
内
容
そ
の

両
面
に
お
い
て
光
悦
は
原
典
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
多
数
に
上
る
脱
字

や
教
義
に
関
わ
る
誤
字
な
ど
は
、
本
来
の
写
経
で
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ

れ
は
、
光
悦
の
書
写
態
度
の
不
遜
や
教
義
の
無
理
解
か
ら
く
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ

図 7　日進《立正安国論》

図 8　日蓮《立正安国論》

図 9
光悦《始聞仏乗義》
より「種類種」
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も
そ
も
彼
の
目
指
す
べ
き
も
の
が
写
経
者
の
そ
れ
と
は
違
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然

で
あ
ろ
う
。《
立
正
安
国
論
》
や
《
始
聞
仏
乗
義
》
に
見
ら
れ
る
光
悦
の
筆
は
、
そ

れ
が
写
経
の
枠
に
は
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
書
の
「
作
品
」
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
強
調
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

書
全
体
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
個
々
の
文
字
に
目
を
落
と
し
て

み
る
と
、
楷
行
草
の
共
存
と
関
連
し
て
「
之
」
や
「
是
」
の
自
在
な
変
化
が
指
摘
で

き
る
。《
立
正
安
国
論
》
と
《
始
聞
仏
乗
義
》
に
出
て
く
る
「
之
」
を
一
覧
に
し
て

み
る
と
、
大
き
く
3
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
か
な
り
楷

書
に
近
い
も
の
、
一
つ
は
そ
れ
が
少
し
縦
に
長
く
な
っ
た
カ
タ
カ
ナ
の
「
マ
」
に
似

た
も
の
、
そ
し
て
細
長
く
伸
び
た
草
書
体
の
も
の
で
あ
る
（
図
10
・
11
・
12
）。「
是
」

に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
分
類
が
適
用
で
き
る
。《
立
正
安
国
論
》三
十
四
行
目
や《
始

聞
仏
乗
義
》
四
十
三
行
目
に
見
ら
れ
る
楷
書
の
「
是
」、《
立
正
安
国
論
》
四
十
八
行

目
や
《
始
聞
仏
乗
義
》
百
二
十
三
行
目
に
位
置
す
る
行
書
の
「
是
」、
さ
ら
に
《
始

聞
仏
乗
義
》
に
多
く
出
て
く
る
草
書
の
「
是
」
な
ど
、
例
を
出
せ
ば
枚
挙
に
い
と
ま

が
な
い
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
な
い
が
、「
而
」
や
「
何
」
な
ど
も
変
化
の
激
し

い
文
字
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　

最
後
に
、
光
悦
の
筆
を
同
定
す
る
上
で
基
準
と
な
る
で
あ
ろ
う
文
字
が
い
く
つ
か

散
見
さ
れ
る
の
で
分
析
し
て
い
き
た
い
。
始
め
に
「
月
」
と
い
う
字
で
あ
る
。
中
で

も
《
立
正
安
国
論
》
の
二
十
行
目
に
あ
た
る
「
月
」
は
、
最
終
画
が
第
二
画
を
飛
び

出
る
と
い
う
独
特
の
形
を
し
て
い
る
（
図
13
）。
行
全
体
で
み
る
と
、
傾
い
た
「
月
」

の
は
ら
む
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
性
が
一
層
際
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
図
14
）。
こ

の
よ
う
な
文
字
の
一
定
の
枠
を
は
み
出
す
と
い
う
傾
向
は
「
因
」
に
も
う
か
が
え
る
。

《
立
正
安
国
論
》十
六
行
目
や《
始
聞
仏
乗
義
》二
十
一
行
目
の「
因
」な
ど
を
見
る
と
、

本
来
「
口
（
く
に
が
ま
え
）」
の
中
に
収
ま
る
べ
き
「
大
」
が
大
胆
に
も
外
へ
突
き

出
て
い
る
の
だ（
図
15
）。
両
作
品
を
通
じ
て
こ
の
よ
う
な「
因
」が
多
い
こ
と
か
ら
、

偶
発
的
な
筆
の
狂
い
と
い
う
よ
り
も
、光
悦
が
故
意
に
行
っ
た
造
形
と
言
っ
て
よ
い
。

た
だ
「
月
」
に
関
し
て
は
、
こ
の
《
立
正
安
国
論
》
二
十
行
目
の
例
を
除
く
と
こ
れ

と
い
っ
た
特
徴
の
な
い
も
の
が
並
ん
で
お
り
、
光
悦
の
癖
を
ど
こ
ま
で
標
準
化
で
き

る
か
、
他
の
漢
字
作
品
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
「
月
」
を
そ
の
構
成
要
素
に
も
つ
「
明
」
も
特
徴
の
あ
る
字
と
な
っ
て
い
る
。《
始

聞
仏
乗
義
》の
五
行
目
や
五
十
七
行
目
に
出
て
く
る「
明
」を
見
て
み
る
と
、偏
の「
日
」

に
は
「
目
」
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
（
図
16
）。
こ
の
よ
う
な
例
が
古
い
中
国
の
書
な

ど
に
も
あ
る
た
め
間
違
い
と
は
言
え
な
い
が
、
日
本
の
書
で
使
わ
れ
る
の
は
ま
れ
な

ケ
ー
ス
と
言
え
よ
う
。ま
た
そ
の「
目
」の
第
二
画
は
第
一
画
を
越
え
て
下
ま
で
伸
び
、

第
五
画
も
左
に
大
き
く
は
み
出
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
極
め
て
似
た
傾
向
を

も
つ
も
の
と
し
て
、
同
じ
く
《
始
聞
仏
乗
義
》
の
「
時
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
図
17
）。

こ
ち
ら
は
偏
に「
日
」が
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、第
二
画
が
下
ま
で
伸
び
て
い
る
こ
と
、

図 10　楷書の「之」

図 11　行書の「之」

図 12　草書の「之」
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本
阿
弥
光
悦
筆
《
立
正
安
国
論
》《
始
聞
仏
乗
義
》
に
つ
い
て

ま
た
第
四
画
が
左
に
飛
び
出
て
い
る
部
分
な
ど
、
先
ほ
ど
の
「
目
」
と
共
通
す
る
点

が
多
い
。
さ
ら
に
、《
立
正
安
国
論
》と《
始
聞
仏
乗
義
》に
共
通
し
て
見
ら
れ
る「
自
」

と
い
う
字
に
も
、同
様
の
癖
が
指
摘
で
き
る（
図
18
）。
第
三
画
が
長
く
下
ま
で
伸
び
、

最
後
、
左
に
向
か
っ
て
わ
ず
か
に
は
ね
て
い
る
の
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴

は
一
般
的
な
字
体
に
は
あ
ら
わ
れ
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
光
悦
の
筆
跡
を
判
断
す
る

上
で
、
今
後
、
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
）
（（
（

。

　
《
立
正
安
国
論
》と《
始
聞
仏
乗
義
》に
は「
生
」と
い
う
字
も
た
び
た
び
登
場
す
る
。

《
立
正
安
国
論
》
四
十
一
行
目
に
あ
る
よ
う
な
草
書
体
に
も
特
徴
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
楷
書
の
方
で
あ
る
。
楷
書
の
「
生
」
は
《
立

正
安
国
論
》
と
《
始
聞
仏
乗
義
》
を
通
じ
て
四
度
ほ
ど
出
て
く
る
が
、
い
ず
れ
も
横

棒
が
す
べ
て
右
肩
上
が
り
に
な
っ
て
い
る（
図
19
）。
こ
の
よ
う
な
字
の
傾
き
は「
論
」

の
偏
で
あ
る
「
言
」
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
や
は
り
横
棒
が
す
べ
て
右
上

に
向
か
っ
て
か
し
い
で
い
る
の
み
な
ら
ず
、「
言
」
そ
の
も
の
が
や
や
右
寄
り
に
崩

れ
か
か
っ
て
い
る
（
図
20
）。《
始
聞
仏
乗
義
》
の
「
州
」
に
な
る
と
こ
の
傾
き
が
さ

ら
に
極
端
に
な
る
。
本
来
、
並
行
し
て
つ
づ
ら
れ
る
は
ず
の
縦
棒
三
本
で
あ
る
が
、

真
っ
直
ぐ
伸
び
る
一
番
右
の
棒
に
向
か
っ
て
左
の
二
本
が
大
き
く
傾
い
て
い
る
（
図

21
）。
こ
れ
ら
の
文
字
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
傾
き
を
光
悦
が
意
図
的
に
つ
く
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
中
風
で
筆
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
単
に
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
か
、こ
こ
で
判
断
す
る
の
は
時
期
尚
早
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

漢
字
の
も
と
も
と
備
え
る
平
衡
感
覚
を
破
っ
た
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
性
は
、
両
書
を
通
じ

て
見
ら
れ
る
重
要
な
要
素
と
言
っ
て
よ
い
。

　

図
13　
《
立
正
安
国
論
》
よ
り
「
月
」

図
15　
《
立
正
安
国
論
》
よ
り
「
因
」

図
17　
《
始
聞
仏
乗
義
》
よ
り
「
時
」

図
16　
《
始
聞
仏
乗
義
》
よ
り
「
明
」

図
18　
《
立
正
安
国
論
》
よ
り
「
自
」

図
14　
《
立
正
安
国
論
》
よ
り
「
月
若
書
七
鬼
神
之
」

図 19　《立正安国論》《始聞仏乗義》
 より「生」

図 20　《立正安国論》《始聞仏乗義》
 より「論」

図 21　《始聞仏乗義》より「州」
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本
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安
国
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始
聞
仏
乗
義
》
に
つ
い
て

　
《
立
正
安
国
論
》
を
見
て
も
、
大
き
さ
の
整
っ
た
荘
重
な
文
字
が
並
ぶ
一
般
の
写

経
と
違
い
、
文
字
や
文
字
間
の
不
均
衡
が
全
体
を
貫
く
重
低
音
と
な
っ
て
い
る
。
そ

も
そ
も
題
名
か
ら
し
て
、
最
後
の
「
論
」
が
他
の
字
よ
り
大
き
く
書
か
れ
て
お
り
、

か
つ
そ
の
偏
が
右
に
傾
い
て
い
る
こ
と
は
先
ほ
ど
述
べ
た
。
ま
た
、二
行
目
の
「
歎
」

や
「
年
」、
六
行
目
の
「
招
」
や
「
超
」、
さ
ら
に
九
行
目
の
「
土
」
な
ど
、
バ
ラ
ン

ス
の
重
心
を
わ
ざ
と
外
さ
れ
た
よ
う
な
文
字
も
数
多
く
見
え
る
。
で
は
、
す
べ
て
が

す
べ
て
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
三
行
目
・
四
行
目
の

「
天
」、
七
行
目
の
「
敢
」、
九
行
目
の
「
文
」
な
ど
、
墨
を
多
く
含
ま
せ
て
力
強
く

書
か
れ
た
こ
れ
ら
の
文
字
は
均
衡
を
保
ち
な
が
ら
、
書
全
体
に
安
定
感
を
も
た
ら
す

役
割
を
果
た
し
て
い
る
（
図
22
・
23
・
24
）。《
始
聞
仏
乗
義
》
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
り
、
数
多
く
の
不
均
衡
な
文
字
に
交
じ
っ
て
、
七
行
目
の
「
観
」
や
九
十
一
行
目

の
「
天
」、
百
一
行
目
の
「
大
」
な
ど
、
比
較
的
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
字
が
点
在
し

て
い
る
。
加
え
て
、
本
書
に
は
数
字
が
多
数
登
場
す
る
が
、
墨
継
ぎ
も
そ
の
前
後
で

行
わ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
作
品
全
体
を
引
き
締
め
る
た
め
の
ア
ク
セ

ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
不
安
定
さ
の
中
に
あ
る
安
定
こ
そ
が
、
光
悦
の
法
華
宗

関
連
の
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
書
の
「
作
品
」
と
し
て
の
美
的
主
張

で
は
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
、
不
均
衡
な
文
字
が
下
地
と
な
っ
て
、
点
在
す
る
重
厚

な
文
字
を
さ
ら
に
引
き
立
た
せ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

　

以
上
、
光
悦
筆
《
立
正
安
国
論
》
と
《
始
聞
仏
乗
義
》
に
見
ら
れ
る
書
体
の
特
徴

を
分
析
し
て
き
た
。
ま
ず
両
書
に
共
通
し
て
指
摘
で
き
る
の
が
、
楷
・
行
・
草
の
共

存
で
あ
っ
た
。
同
じ
漢
字
を
使
い
な
が
ら
も
自
在
に
形
を
変
え
る
そ
の
様
は
、
従
来

の
写
経
と
い
う
伝
統
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
書
写
」
と
い

う
よ
り
も
、
日
蓮
の
著
作
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
も
う
一
つ
の
作
品
を
生
み
出
し
た
と

解
釈
す
る
ほ
う
が
よ
り
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
十
七
世
紀
初
頭
、
本
法
寺
の
日
通
な
ど

が
主
体
と
な
っ
て
御
書
の
写
本
が
数
多
く
つ
く
ら
れ
て
い
た
が
、
光
悦
筆
の
両
書
は

こ
の
よ
う
な
文
化
的
背
景
の
中
で
生
ま
れ
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
ま
で
の
写
経
と
全

く
性
質
の
違
う
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

ま
た
、
両
書
全
体
の
う
ち
相
当
の
比
重
を
占
め
る
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
字
形
も
、
光

悦
の
筆
跡
を
辿
る
う
え
で
肝
心
な
糸
口
と
な
る
。
故
意
に
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な

文
字
の
大
き
さ
の
ば
ら
つ
き
、
行
を
は
み
出
て
傾
く
「
月
」
や
「
論
」
な
ど
は
、「
装

飾
的
」
と
評
さ
れ
て
き
た
光
悦
の
仮
名
作
品
と
は
全
く
違
う
質
感
を
も
っ
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
不
安
定
な
文
字
群
に
あ
っ
て
、
太
字
で
か
つ
均
衡
の
と
れ
た

「
天
」や「
大
」は
一
層
際
立
っ
て
映
る
。
光
悦
が《
立
正
安
国
論
》や《
始
聞
仏
乗
義
》

で
ね
ら
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
美
的
効
果
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
は
、同
時
期
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
本
法
寺
の《
如

説
修
行
抄
》
や
《
法
華
題
目
抄
》
の
文
字
分
析
が
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
作
品

の
方
が
妙
蓮
寺
の
も
の
よ
り
も
早
く
書
写
さ
れ
た
と
推
測
し
た
が
、
詳
細
な
文
字
の

比
較
に
よ
っ
て
そ
の
論
拠
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
特
に
《
法
華
題
目
抄
》
は
他
の
光

悦
筆
に
な
る
日
蓮
御
書
と
若
干
筆
跡
に
違
い
が
あ
る
た
め
、
真
蹟
の
判
断
も
含
め
て

慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
、《
赤
壁
賦
》
や
《
滕
王
閣
賦
巻
》
な

ど
の
他
の
光
悦
の
漢
字
作
品
の
調
査
も
行
い
、
彼
の
文
字
の
基
準
を
定
め
た
上
で
、

図
22

  《
立
正
安
国
論
》よ
り「
天
」

図
23

  《
立
正
安
国
論
》よ
り「
敢
」

図
22

  《
立
正
安
国
論
》よ
り「
文
」
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本
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筆
《
立
正
安
国
論
》《
始
聞
仏
乗
義
》
に
つ
い
て

最
終
的
に
伝
光
悦
と
さ
れ
て
い
る
和
歌
作
品
と
の
比
較
へ
と
移
っ
て
い
き
た
い
。

〔
注
釈
〕

（
1
） 
林
進
「
素
庵
の
軌
跡　

―
そ
の
書
跡
と
書
誌
学
的
業
績
に
つ
い
て
―
」（『
特
別
展　

没
後

3
7
0
年
記
念　

角
倉
素
庵　

―
光
悦
・
宗
達
・
尾
張
徳
川
義
直
と
の
交
友
の
中
で
―
』、

大
和
文
華
館
、二
〇
〇
二
年
）、林
進
「
角
倉
素
庵
の
書
跡
と
嵯
峨
本
」（『
日
本
文
化
の
諸
相
』、

風
媒
社
、
二
〇
〇
六
年
）
等
。

（
2
）（
1
）
に
同
じ
。

（
3
）
こ
れ
ま
で
光
悦
の
目
玉
作
品
で
あ
っ
た
《
鶴
下
絵
和
歌
巻
》
な
ど
に
つ
い
て
も
、
真
蹟
か
ど

う
か
の
判
断
は
研
究
者
の
間
で
揺
れ
て
い
る
。
増
田
孝
『
本
阿
弥
光
悦　

人
と
芸
術
』（
東

京
堂
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
4
） 

光
悦
の
筆
に
な
る
日
蓮
関
係
の
書
は
、本
法
寺
所
蔵
の
《
如
説
修
行
抄
》《
法
華
題
目
抄
》《
観

心
本
尊
得
意
抄
》
と
、
妙
蓮
寺
所
蔵
の
《
立
正
安
国
論
》《
始
聞
仏
乗
義
》
が
残
る
。

（
5
）
増
田
孝
氏
は
《
立
正
安
国
論
》
と
《
始
聞
仏
乗
義
》
の
提
出
日
を
、
そ
れ
ぞ
れ
光
悦
の
父
・

母
の
忌
日
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
増
田
孝
『
本
阿
弥
光
悦　

人
と
芸
術
』（
東
京
堂
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）。

（
6
）
市
古
貞
次
ほ
か
編
『
国
書
人
名
辞
典
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

（
7
）
宮
島
新
一
『
長
谷
川
等
伯
：
真
に
そ
れ
ぞ
れ
の
様
を
写
す
べ
し
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
三
年
）。

（
8
）『
特
別
展
「
光
悦
の
書
」　

慶
長
・
元
和
・
寛
永
の
名
筆
』（
大
阪
市
立
美
術
館
、
一
九
九
〇
年
）

や
増
田
孝
『
本
阿
弥
光
悦　

人
と
芸
術
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
9
）『
京
都
本
法
寺
宝
物
目
録
』（
本
山
本
法
寺
、一
九
九
一
年
）
所
収
の
「
本
法
寺
由
緒
書
」
参
照
。

（
10
） 『
本
阿
弥
行
状
記
』（
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
一
年
）。

（
11
）
冠
賢
一
『
近
世
日
蓮
宗
出
版
史
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
八
三
年
）。

（
12
）（
9
）
に
同
じ
。

（
13
） 

楷
書
・
行
書
・
草
書
の
混
交
に
関
し
て
は
、
日
本
に
お
い
て
も
平
安
以
降
、
書
道
史
を
通
じ

て
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
り
、
光
悦
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
で
は
光
悦
は
創
作
の
淵
源
と
し

て
誰
を
、
ま
た
は
ど
の
作
品
を
模
範
と
し
た
の
か
。
そ
の
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
、
こ
こ
で

は
小
野
道
風
を
あ
げ
た
い
。
光
悦
が
い
か
に
道
風
に
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、

道
風
筆
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
《
本
阿
弥
切
》
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
や
、
道
風
筆
の
法
華
経

を
本
法
寺
に
寄
進
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
道
風
の
作
品
に
、
白

楽
天
の
詩
を
写
し
た
《
玉
泉
帖
》
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
書
体
は
ま
さ
に
光
悦
の
日

蓮
関
係
の
書
と
共
通
す
る
楷
・
行
・
書
の
混
用
で
あ
っ
た
。
光
悦
は
こ
の
よ
う
な
作
品
を
参

考
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
14
）『
特
別
展　

鎌
倉
の
日
蓮
聖
人　

中
世
人
の
信
仰
世
界
』（
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
、

二
〇
〇
九
年
）。

（
15
）
こ
れ
ら
の
文
字
の
特
徴
は
、
も
ち
ろ
ん
、
光
悦
だ
け
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
今
後
、

特
に
そ
の
混
同
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
素
庵
筆
に
な
る
作
品
と
の
比
較
に
お
い
て
、
両
者
の
間

に
線
を
引
く
た
め
の
一
つ
の
規
矩
に
は
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

文
字
の
特
徴
と
先
人
の
筆
に
共
通
項
を
見
い
だ
せ
れ
ば
、
光
悦
が
ど
の
よ
う
な
作
品
を
書
体

の
参
考
に
し
て
き
た
の
か
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。


