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混
　
和
会
　
と
　
は
、
典
　
に
　
許
　
し
倉
　
い
　
な
が

ら
、
　
他

の
　
人
格
を
等

麗
し
、
典
　
に
　
生
　
き
　
る
　
和
　
の
　
横
堤
∵
を

目
指
す
集
　
い
　
で
す
。

混
和
会
だ
よ
り

平
成
二
十
九
年
七
月

東
　
光
　
晩

仏
の
混
和

第128号

さ
れ
た
の
で
す
が
、
人
々

か

ら
は

さ
て
、
こ
の
右
の
ー
写
真
、
覚
え
て
居

ら
れ
ま
す
で
し
ょ
う
か
、

こ
の
度
の
テ
ー
マ
に
対
し
て
常
不
軽

菩
薩
蚤
ん
の
生
き
方
か
ら
回
答
が
得

ら
れ
な
い
か
と
思
い
、
昨
年
の
十
二

月
に
登
載
し
た
写
寡
で
す
¢

今
臥
、
今
一
度
、
常
不
軽
菩
薩
さ

ん
の
生
き
方
を
見
つ
め
て
み
よ
う
と

患
い
登
載
致
し
ま
し
た
。

常
不
軽
菩
薩
さ
ん
は
、
ア
貴
方
を

敬
い
ま
す
。
何
故
な
ら
ば
、
貴
方
は

菩
薩
の
修
行
を
重
ね
て
尊
い
お
悟
り

を
開
か
れ
る
人
だ
か
ら
で
す
」
と
、

修
行
僧
や
世
俗
の
人
々
を
敬
い
礼
拝

『
お
前
の
よ
う
な
愚
僧
に
敬
っ
て
も

ら
い
た
く
な
い
」
な
ど
と
、
罵
倒
さ

れ
棒
で
打
た
れ
石
を
投
げ
ら
れ
な

が
ら
「
法
難
」
と
音
う
迫
害
を
受

け
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
な
ぜ
修
行
僧
や
人
々

は
怒
り
追
奪
を
加
え
た
の
か
探
っ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
達
は
、
己
の
未
熟
さ
や
過
ち

を
だ
れ
か
に
指
摘
さ
れ
る
と
、
己

を
守
る
為
に
無
意
織
の
う
ち
に
、

相
手
に
対
し
て
非
難
中
傷
の
青
葉

を
吐
き
、
相
手
を
攻
撃
し
て
己
を

守
ろ
う
と
し
ま
す
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
常
不
軽
蕃

薩
の
敬
い
の
合
輩
を
人
々
は
衆
熟

な
人
間
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ

た
と
思
い
込
み
常
不
軽
菩
薩
に
迫

番
を
加
え
た
駅
で
あ
り
ま
す
。

仏
教
の
青
葉
に
、
自
分
は
悟
っ

て
い
る
と
思
い
よ
が
り
■
の
念
を
抱

く
人
を
増
上
慢
香
う
じ
よ
う
ま
ん
ー
）
と

育
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
人
々
は

悟
り
誇
る
増
上
慢
の
心
で
常
不
軽

菩
薩
を
軽
蔑
し
て
追
奪
を
加
え
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
¢

し
か
し
常
不
塵
菩
薩
は
人
々
よ
り

迫
害
を
受
け
る
こ
と
を
承
知
で
人

々
の
心
の
奥
に
潜
ん
だ
仏
性
を
敬

い
礼
拝
さ
れ
た
の
で
し
た
。

続なさ
そけがん

してらは

て行も人
あか、々

れ
た

え
て

簑睾歪窒裏書蓋三
？て怒か拝受事

、り？をけ薩

を

買

う

よ

う

な

行

密
漁
の
罪
を
犯
さ
せ
た

そ
う
じ
ゃ
な
ー

寅
は
ね
常
不
軽
菩
薩

は
過
去
に
於
い
て

仏
教
の
教
え
を
誹
繚
中
傷

罪
、
そ
の
報
い
と
し
て
「
受
難
」
と
膏

う
通
番
を
受
け
る
こ
と
に
成
っ
て
し

ま
っ
た
の
じ
ゃ
よ
。

し
か
し
そ
の
迫
害
を
忍
ぶ
「
忍
受
」

に
よ
っ
て
そ
の
罪
を
滅
し
、
生
ま
れ

変
わ
っ
て
プ
ツ
ダ
と
成
ら
れ
た
と
音

う
草
な
ん
じ
ゃ
よ
。

つ
ま
り
人
々

よ

り

た
時
、
敵
対
す
る
人

傷
す
る
の
で
は
無
く
、

芸芸豊
原非を
困難受
は中け

己
に
あ
る
と
解
釈
し
て
「
番
線
」
に
対

し
て
敬
い
の
念
を
持
っ
て
「
醤

変
え
ら
れ
る
用
に
「
滅
罪
」

た
と
膏
う
事
な
ん
じ
ゃ
よ
。

他
者
へ
の
批
判
は
必
ず

批
判
と
し
て
帰
っ
て
く
る

か自

ら己　望遠

要
す
る
に
常
不
軽
脊
薩
の

行
は
己
の
犯
し
た
罪
の
「

滅
罪
」

0礼ぬこ　勤警
棒　0の　めに

そ
し
て
人
毒
が
日
頃
犯
し
て
い
る

罪
や
過
ち
に
対
し
て
自
覚
を
促
す
こ

と
だ
っ
た
の
じ
ゃ
よ
。

私
達
は
、
己
の
罪
や
過
ち
、
そ
し

て
お
ご
り
と
膏
う
慢
心
し
た
心
に
は

な
か
な
か
気
づ
け
な
い
の
が
現
実
な

ん
じ
ゃ
。

そ
こ
で
常
不
軽
菩
薩
は
、
烏
倒
さ

れ
迫
害
を
受
け
怒
り
を
買
う
事
を

承
知
の
上
で
、
人
々
を
敬
い
礼
拝
し
、

人
々
に
非
難
中
傷
の
罪
を
、
犯
さ
せ

経
験
さ
せ
た
の
じ
ゃ
よ
。

人
々
は
、
常
不
軽
菩
薩
の
礼
拝
行

に
対
し
て
当
然
の
如
く
「
お
前
の
よ

う
な
愚
僧
に
敬
い
礼
拝
さ
れ
た
く
な

い
」
な
ど
と
、
罵
倒
し
石
を
投
げ
つ
け

棒
で
打
ち
な
が
ら
様
々
な
罪
を
犯
し

過
ち
の
経
験
を
得
た
の
じ
ゃ
よ
。

そ
の
経
験
に
よ
っ
て
一
旦
は
悪
道

の
苦
し
み
を
得
る
事
と
な
る
け
れ
ど

も
、
己
の
罪
や
過
ち
に
は
気
づ
き
や

す
く
、
己
の
過
ち
に
気
づ
け
た
人
は

敬
い
の
念
を
持
っ
て
必
ず
そ
こ
か
ら

立
ち
上
が
っ
て
来
れ
る
の
じ
ゃ
よ
。

し
か
し
、
己
の
過
ち
に
気
づ
け
無

い
人
は
己
の
慢
心
し
た
心
や
罪
に
よ

っ
て
何
時
ま
で
も
地
獄
の
苦
し
み
を

受
け
る
事
と
成
っ
て
し
ま
う
の
じ
ゃ
。

常
不
軽
菩
薩
さ
ん
は
己
の
滅
罪
の

為
、
又
人
々
の
仏
性
の
自
覚
の
為
に

礼
拝
行
を
貫
か
れ
た
の
じ
ゃ
よ
。

私
達
も
己
の
様
々
な
過
ち
に
気
づ

け
る
よ
う
に
、
そ
し
て
生
き
る
事
の

意
義
が
兄
い
だ
せ
る
よ
う
に
努
め
て

行
こ
う
ね
。
　
　
　
　
　
　
　
亮
観
拝



日
本
仏
教
に
登
場
す
る

仏
様
を
毎
号
少
し
ず
つ
ご
紹
介
。
今
回
は

明
宝
部
の
軍
茶
利
明
王
を
紹
介
し
ま
す
。

●
明
重
部
　
寧
茶
利
明
宝

メ
ラ
メ
ラ
と
し
た
炎
を
纏
い
、
三
つ
目
の

恐
ろ
し
い
顔
。
そ
し
て
八
本
も
腕
を
持
つ
寧

茶
利
明
宝
。

本
来
の
軍
楽
利
明
重
は
璧
坐
如
来
と
い

う
仏
様
で
、
優
し
い
青
葉
で
は
聞
く
耳
を

持
た
な
い
人
や
禍
を
も
た
ら
す
者
に
対
し
て

怒
っ
た
時
の
姿
が
こ
の
軍
茶
利
明
王
で
す
。

軍
茶
利
明
宝
は
仏
教
の
世
界
を
守
る
五

大
明
重
の
一
人
と
し
て
仏
教
界
の
南
方
を

守
護
し
て
お
り
、
様
々
な
外
敵
か
ら
人
々

を
守
り
、
様
々
な
障
馨
を
取
り
除
い
て
く

だ
さ
る
仏
様
で
す
。

こ
の
寧
茶
利
明
重
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
韓

で
タ
ン
ダ
リ
ー
と
青
い
、
そ
の
ま
ま
軍
茶
利

と
漢
字
に
音
写
さ
れ
ま
し
た
。

タ
ン
ダ
リ
ー
と
は
、
甘
露
の
壷
。
ま
た

は
と
ぐ
ろ
を
巻
く
者
、
蛇
と
い
う
意
味
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
よ
く
見
る
と
手

足
に
は
蛇
が
巻
き
付
い
て
い
ま
す
。

こ
の
軍
茶
利
明
重
の
手
足
に
巻
き
付
く

蛇
は
軍
茶
利
明
王
の
持
つ
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
表
し
て
汀
る
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
仏

教
に
お
い
て
蛇
は
煩
悩
の
象
徴
と
も
貰
わ
れ

て
お
り
ま
す
。

で
は
、
煩
悩
の
象
徴
で
あ
る
蛇
を
な
ぜ

手
足
に
巻
き
付
か
せ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

零
茶
利
明
宝
は
こ
の
蛇
に
人
々
の
煩
悩

を
食
べ
さ
せ
る
た
め
だ
そ
う
で
す
争

も
う
一
つ
の
意
味
の
甘
露
と
は
神
々
が

持
つ
不
老
不
死
の
薬
の
こ
と
を
音
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
軍
賽
利
明
重
に
は
無
病
息
災

の
功
徳
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

恐
ろ
し
い
姿
を
し
て
い
ま
す
が
、
蛇
の

カ
で
煩
悩
を
取
り
除
き
、
様
々
な
障
番
を

取
り
除
い
て
く
だ
さ
る
軍
茶
利
明
重
は
天

台
宗
の
本
山
、
比
叡
山
に
あ
り
ま
す
圏
宝

殿
と
番
う
と
こ
ろ
で
も
お
祀
り
さ
れ
て
お

り
ま
す
の
で
是
非
、
袋
物
を
見
に
行
か
れ

て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

特
に
今
年
は
回
峰
行
の
祖
で
あ
る
相
応

和
尚
一
一
〇
〇
年
御
遠
忌
記
念
と
し
て
、

比
叡
山
西
塔
に
あ
る
お
釈
迦
様
を
配
る
釈

迦
堂
の
内
陣
を
本
邦
初
盤
開
二
八
月
細
目

～
十
二
月
十
日
ま
で
）
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
十
月
一
日
～
十
二
月
十
日
の

間
、
秘
仏
と
さ
れ
て
き
た
釈
迦
如
来
像
も

三
十
三
年
ぶ
喝
に
一
般
公
開
さ
れ
ま
す
。

夏
休
み
の
予
定
が
ま
だ
の
方
、
こ
の
秋

京
都
へ
紅
葉
を
見
に
行
か
れ
る
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
是
非
こ
の
機
会
に
比

叡
山
に
お
参
り
に
行
か
れ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
私
も
十
月
に
数
日
ほ
ど
釈
迦

堂
へ
お
手
伝
い
に
行
っ
て
ま
す
の
で
是
非
！

…
と
最
後
は
憲
伝
で
し
た
。
　
亮
澄
拝
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．
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二二十

に
あ
た
り
、
今
年
は
ど
の
よ

う
な
夏
に
な
る
の
か
い
ろ
い

ろ
と
考
え
て
し
ま
う
よ
う
に

日
差
し
も
強
く

降
り
注
ぎ
、
何
も

せ
ず
と
も
汗
ば
む

季
節
と
な
り
ま
し

た
が
皆
様
に
お
か

れ
ま
し
て
は
い
か

が
お
過
ご
し
で
し

ょ
う
か
e

先
日
　
東
光
院
で
は
恒
例
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ

堀
り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
姦
夏
の
農
作
業

は
け
し
て
快
適
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
膏
空
の
下
自
然
の
中
で
食
物
の
生
産

収
穫
に
触
れ
る
こ
と
は
普
段
何
気
な
く
食

材
を
目
に
運
ん
で
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て

は
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も

な
り
ま
し
た
。
東
京
で
は
七
月
の
中
旬
、

地
方
で
は
主
に
八
月
中
旬
に
お
盆
を
迎
え

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
ち
こ
ち
場
所

を
変
え
な
が
ら
、
こ
の
二
　
ケ
月
ち
ょ
っ
と

は
気
合
い
を
い
れ
て
乗
り
切
り
ま
す
。
お

仕
事
を
さ
れ
て
い
る
方
は
皆
同
じ
よ
う
な

思
い
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
と
思
い
ま
す

が
、
個
人
的
に
は
寧
節
柄
、
衣
を
着
て
の

法
務
が
と
て
も
つ
ら
く
、
夏
服
の
衣
を
見

て
掠
し
げ
で
い
い
で
す
ね
と
の
お
声
を
い

た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
襟
付
き
の

生
地
を
何
枚
も
重
ね
て
い
る
た
め
、
実
は

そ
こ
ま
で
涼
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

棚
経
で
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
く

際
、
親
切
に
迎
え
て
く
だ
さ
る
方
や
、
一

鞠一一号鰯

あ
り
、
良
い
経
験

と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
教
重

な
休
日
に
ご
参
加

い
た
だ
い
た
皆
様

方
に
は
改
め
て
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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牢
ぶ
り
に
お
会
い
す

る
方
な
ど
、
人
と
の

出
会
い
の
濃
い
季
節

で
も
あ
り
ま
す
の
で
、

そ
う
い
っ
た
意
味
で

は
と
て
も
楽
し
み
な

エ
季
節
で
も
あ
り
ま
す
。

お

に

向
け
て

さ
て
、
夏
が
訪
れ
て
ワ
ク
ワ
ク
し
た
気

持
ち
に
な
っ
た
の
は
昔
の
話
、
最
近
は
こ

れ
か
ら
　
お
盆
・
施
餓
鬼
の
季
節
を
迎
え
る

お
盆
は
、
旅
立
た
れ
た
大
切
な
方
を
身

近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
時
期
で
ご
ざ

い
ま
す
。
一
年
に
一
度
の
風
習
で
す
か
ら
、

仏
壇
の
掃
除
や
お
供
え
物
を
用
意
し
て
、

ご
家
族
親
戚
、
皆
様
で
故
人
の
苔
軽
を
祈

っ
て
手
を
合
わ
せ
て
い
た
だ
け

れ
ば
率
い
で
す
。

亮
敬
拝
や


