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『

閑

居

友
』

（ヨ

－
山
石
瀬
文
庫
本
翻
刻
と
諸
本
対
校
及
び
全
注
釈
補
遺
1

藤原

田
　
　
　
行
　
　
　
造

島
　
　
　
秀
　
　
　
隆
※

　
（
※
金
沢
工
業
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
（
を
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

二
十
、
あ
や
し
の
お
と
こ
野
は
ら
に
て
か
は
ね
を
み
て
心
を
・
こ
す
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　

中
比
の
事
に
や
。
山
城
国
に
男
あ
り
け
り
。
あ
ひ
思
ひ
た
り
け
る
女
な
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
（
3
）

　
　
　
　
　
（
4
）

侍
け
る
。
な
に
と
か
侍
け
ん
、
う
と
く
し
き
さ
ま
に
の
み
そ
な
り
ゆ
き
け

る
。
こ
の
女
う
ち
く
と
（
れ
、
か
く
の
み
な
り
ゆ
け
断
“
世
中
も
う
き
た
ち
て

　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

お

ほ

ゆ
る
に
、
た
れ
も
、
と
し
の
い
た
う
い
ふ
か
ひ
な
く
な
ら
ぬ
時
、
お
の

響
㍍
な
ゆ
）
な
ん
も
・
ひ
と
つ
の
な
毒
な
る
へ
し
・
と
い
ひ
捻
・
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
（
1
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

（15

×
を
一
（
1
6
×
お
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
え
）

の
お

と
こ
を
と
ろ
き
て
、
ゑ
さ
ら
す
お
も
ふ
事
、
む
か
し
に
つ
ゆ
ち
り
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

か
は

す
。
た
s
し
一
の
事
あ
り
て
、
う
と
く
し
き
や
う
に
お
ほ
ゆ
る
事
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
（
2
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

あ
る
。
す
き
に
し
こ
ろ
、
も
の
へ
ゆ
く
と
て
、
の
は
ら
の
あ
り
し
に
や
す
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

し
に
、
死
た
る
人
の
か
し
ら
の
骨
の
あ
り
し
を
、
つ
く
く
と
み
し
ほ
と
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
（
3
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

世
中
あ
ち
き
な
く
は
か
な
く
て
、
た
れ
も
し
な
ん
の
ち
は
か
や
う
に
侍
へ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

そ
か
し
。
こ
の
人
も
、
い
か
な
る
人
に
か
か
し
つ
き
あ
ふ
か
れ
け
ん
。
た
s

い

ま
は
い
と
け
う
と
く
、
い
ふ
せ
き
と
く
樋
に
て
侍
め
り
。
樋
よ
り
我
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
（
3
7
）

か
ほ

の

や

う
を
さ
く
り
て
、
こ
の
さ
ま
に
お
な
し
き
か
と
み
ん
よ
と
お
も
ひ

面
）
・
養
さ
く
り
あ
は
す
る
甲
さ
ら
也
・
な
と
て
か
唖
）
こ
と
な
ら
煙
そ

　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

れ

よ
り
な
に
と
な
く
心
も
そ
ら
に
お
ほ
え
て
、
か
く
お
ほ
し
と
か
む
る
ま
て

な
り
に
け
る
に
ご
（
セ
あ
な
煙
・
と
い
ひ
匝
兜
・

〔
校
異
〕
（
1
）
あ
り
け
り
↓
有
け
り
（
宮
・
神
）
（
2
）
思
ひ
た
り
け
る
女
↓
お
も
ひ
た
り
け

　
　
　

る
女
（
為
）
思
ひ
た
り
け
る
め
（
謂
・
版
）
「
類
」
に
「
思
ひ
た
け
る
女
」
と
あ

　
　
　

り
、
「
け
」
の
右
傍
に
「
め
カ
」
と
傍
書
（
3
）
侍
け
る
↓
侍
け
る
か
（
神
）
（
4
）

　
　
　

な
に
↓
何
（
神
）
（
5
）
う
と
く
し
き
↓
う
と
く
敷
（
神
）
（
6
）
こ
の
女
う
ち

　
　
　

く
と
き
↓
此
女
打
く
と
き
（
神
）
こ
の
女
打
く
と
き
（
類
・
版
）
（
7
）
な
り
ゆ
け

　
　
　

は
↓
成
行
は
（
神
）
（
8
）
お
ほ
ゆ
る
に
↓
お
ほ
ゆ
る
（
課
・
神
・
類
・
版
）
（
9
）

　

　

　

た

れ
も
と
し
の
↓
誰
も
年
の
（
神
）
（
1
0
）
お
の
か
↓
を
の
か
（
謂
・
神
・
類
・
版
）

　
　
　

⑪
よ
s
に
↓
よ
く
に
（
類
）
（
1
2
）
な
り
↓
成
（
神
）
（
1
3
）
な
さ
け
↓
情
（
神
）

　
　
　

（
1
4
）
い
ひ
け
り
↓
云
け
り
（
神
）
（
1
5
）
こ
の
↓
此
（
神
）
（
1
6
）
お
と
こ
↓
男
（
宮
・

　
　
　

神
）
（
1
7
）
を
と
ろ
き
て
↓
お
と
ろ
き
て
（
宮
・
謹
・
神
・
類
・
版
）
（
1
8
）
ゑ
さ
ら

　
　
　

す
↓
え
さ
ら
す
（
讃
・
神
・
類
・
版
）
（
1
9
）
お
も
ふ
↓
思
ふ
（
謂
）
（
2
0
）
つ
ゆ
↓
露

　
　
　

（神
）
（
2
1
）
た
」
し
一
の
事
あ
り
て
↓
但
ひ
と
つ
の
事
有
て
（
神
）
（
2
2
）
し
き
↓
敷

　
　
　
　
（
神
）
（
2
3
）
す
き
に
し
こ
ろ
↓
過
に
し
比
（
神
）
（
2
4
）
の
は
ら
↓
野
原
（
神
）
の

　
　
　

ぽ
ら
（
版
）
（
2
5
）
あ
り
↓
有
（
神
）
（
2
6
）
人
↓
ひ
と
（
神
）
（
2
7
）
骨
の
あ
り
し
を
↓
ほ

　
　
　

ね
の
有
し
を
（
章
ニ
コ
ロ
）
骨
あ
り
し
を
（
神
）
ほ
ね
の
あ
り
し
を
（
類
・
版
）
（
2
8
）
み

　
　
　

し
↓
見
し
（
宮
）
（
2
9
）
あ
ち
き
な
く
↓
あ
ち
き
な
く
て
（
，
謹
）
⑳
は
か
な
く
て
↓
か

　
　
　

な
し
く
て
（
讃
・
神
・
類
・
版
）
（
3
1
）
た
れ
↓
誰
（
神
）
（
3
2
）
し
な
ん
↓
し
な
む

　
　
　

（類
・
版
）
（
3
3
）
の
ち
↓
後
（
神
）
（
3
4
）
人
に
か
か
し
つ
き
↓
人
に
か
し
つ
き
（
類
）

　
　
　

⑮
と
く
ろ
↓
と
ぐ
ろ
（
類
）
（
3
6
）
今
↓
い
ま
（
為
・
宮
・
神
）
（
3
7
）
か
ほ
↓
顔
（
神
）

　
　
　

（
3
8
）
こ
の
↓
此
（
神
）
（
3
9
）
お
な
し
↓
同
し
（
神
）
（
4
0
）
お
も
ひ
て
↓
思
ひ
て

　
　
　
　
（
謂
・
神
・
類
・
版
）
（
4
1
）
返
て
↓
か
へ
り
て
（
類
・
版
）
⑫
返
て
さ
く
り
あ
は

　
　
　

す

る
に
↓
帰
り
来
て
見
侍
り
け
れ
は
（
神
）
（
4
3
）
な
と
て
か
は
↓
な
と
か
は

　
　
　
　
（
神
・
類
・
版
）
（
4
4
）
こ
と
な
ら
ん
↓
異
な
ら
ん
（
神
）
（
4
5
）
な
に
↓
何
（
宮
・

　
　
　

神
）
（
4
6
）
そ
ら
↓
空
（
神
）
（
4
7
）
か
く
お
ほ
し
↓
「
か
く
」
欠
文
（
神
）
（
4
8
）
こ

　
　
　

そ
↓
社
（
神
）
（
4
9
）
あ
な
れ
↓
欠
文
（
神
）
（
5
0
）
い
ひ
け
り
↓
云
け
り
（
神
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

　
か

く
て
、
月
こ
ろ
す
き
て
め
に
い
ふ
や
う
、
出
家
の
功
徳
に
よ
り
て
、
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（
の
）
（
3
）

ノ
国
に
む
ま
れ
は
、
か
な
ら
す
返
き
て
、
と
も
を
い
さ
な
は
む
と
き
、
心
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
　
　
　
　
（
7
）

し
の
ほ
と
は
み
え
ま
う
さ
ん
す
る
そ
、
と
て
、
か
き
け
つ
や
う
に
う
せ
ぬ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

な
ん
。
あ
り
か
た
く
侍
け
る
心
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
た
れ
も
み
な
さ
や
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
　
（
1
1
）

事
は
み
る
そ
か
し
。
さ
す
か
い
は
き
な
ら
ね
は
、
み
る
と
き
は
か
き
く
ら
さ

る
童
も
在
兜
・
い
か
に
い
は
む
や
ま
の
あ
た
り
み
ロ
ズ
の
ふ
か
き
な
さ

（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

け
、
む
つ
ま
し
き
す
か
た
、
さ
も
と
お
ほ
ゆ
る
ふ
る
ま
ひ
な
と
の
、
た
」
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）
　
　
（
2
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

た

N
ね
の
夢
に
て
や
み
ぬ
る
は
、
こ
と
に
心
も
を
こ
り
ぬ
へ
き
そ
か
し
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
事
欺
〕
　
　
　
（
2
1
）

か
は
あ
れ
と
、
う
か
り
け
る
心
の
な
ら
ひ
に
て
、
時
う
つ
り
時
さ
り
ぬ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
（
2
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

こ
ゑ
た
つ
る
ま
て
こ
そ
な
け
れ
と
も
、
ゑ
わ
ら
ひ
な
と
も
侍
へ
き
に
こ
そ
。

一
七
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（
2
7
×
を
）
　
（
頒
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

か

入
る
（
こ
1
1
3
）
．
あ
（
鱗
鍵
、
の
ふ
か
く
思
窯
て
、
わ
す
等
侍
け
ん
事
、
か
ね

て

は
か
の
天

竺
ノ
比
丘
の
こ
と
く
、
昔
の
よ
に
不
浄
観
な
と
を
こ
ら
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
）
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
　
　
（
3
5
）

人

の
、
こ
の
た
ひ
お
も
は
ぬ
え
ん
に
あ
ひ
て
、
う
き
よ
を
い
つ
る
た
ね
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

し
け
る
に
や
と
も
お
ほ
ゆ
。

〔校
異
〕
（
1
）
月
こ
ろ
す
き
て
↓
月
比
過
て
（
神
）
（
2
）
い
ふ
や
う
↓
云
様
（
神
）
（
3
）
仏
ノ

　
　
　

↓
仏
の
（
宮
・
謂
・
神
・
類
・
版
）
④
返
き
て
↓
帰
り
き
て
（
神
）
か
へ
り
き
て

　

　

　
　
（
類
・
版
）
（
5
）
と
も
↓
友
（
神
）
⑥
い
さ
な
は
む
と
き
↓
い
さ
な
は
ん
と
き

　
　
　

（為
・
宮
・
謂
）
い
さ
な
ひ
あ
ハ
れ
む
（
神
）
（
7
）
み
え
↓
み
ゑ
（
為
）
見
え
（
宮
）

　
　
　

（
8
）
ま
う
さ
ん
↓
申
さ
ん
（
神
）
（
9
）
あ
り
↓
有
（
神
）
（
1
0
）
た
れ
も
み
な
↓
誰

　
　
　

も
皆
（
神
）
（
U
）
み
る
↓
見
る
（
宮
）
（
1
2
）
い
は
き
↓
い
は
木
（
宮
・
謹
・
類
・

　
　
　

版
）
岩
木
（
神
）
（
1
3
）
み
る
↓
見
る
（
謂
）
（
1
4
）
あ
り
↓
有
（
神
）
（
1
5
）
い
は
む

　
　
　

や
↓
い
は
ん
や
（
宮
・
謹
・
神
・
類
・
版
）
（
1
6
）
み
し
↓
見
し
（
讃
）
（
1
7
）
な
さ
け
↓
情

　
　
　

（神
）
（
1
8
）
す
か
た
↓
姿
（
神
）
（
1
9
）
こ
と
に
↓
殊
に
（
神
）
（
2
0
）
を
こ
り
ぬ
↓
お
こ

　
　
　
り
ぬ
（
謹
゜
神
゜
類
゜
版
）
（
田
）
賢
り
ぬ
れ
は
↓
事
さ
り
ぬ
れ
は
（
宮
・
謂
・

　
　
　

神
・
類
・
版
）
（
2
2
）
こ
ゑ
↓
声
（
神
）
（
2
3
）
こ
そ
↓
社
（
神
）
⑳
と
も
↓
共
（
神
）

　
　
　

と
て
（
章
’
言
口
）
（
2
5
）
ゑ
わ
ら
ひ
↓
え
ハ
ら
ひ
（
宮
）
「
ゑ
」
欠
文
（
謂
・
神
・
類
・

　
　
　

版
）
⑳
侍
へ
き
に
こ
そ
↓
侍
へ
き
こ
と
こ
そ
（
諏
）
侍
へ
き
こ
と
に
こ
そ
（
神
．

　
　
　
類
・
版
）
（
2
7
）
こ
の
↓
こ
れ
（
謂
）
此
（
神
）
（
2
8
）
お
と
こ
↓
男
（
神
）
（
2
9
）
思

　
　
　

い
れ
て
↓
思
ひ
い
れ
て
（
謹
・
類
・
版
）
思
ひ
入
て
（
神
）
（
3
0
）
わ
す
れ
↓
忘
れ

　
　
　

（章
号
一
口
）
（
3
1
）
か
の
↓
彼
（
神
）
（
3
2
）
天
竺
ノ
↓
天
竺
の
（
宮
．
謂
．
神
．
類
．
版
）

　
　
　

（
3
3
）
昔
の
↓
む
か
し
の
（
謂
・
類
・
版
）
む
か
し
（
神
「
の
」
が
欠
字
）
（
3
4
）
不

　
　
　

浄
観
↓
ふ
浄
観
（
謹
）
（
3
5
）
こ
の
↓
此
（
神
）
（
3
6
）
あ
ひ
て
↓
逢
て
（
神
）
（
3
7
）

　
　
　

う
き
よ
↓
憂
世
（
神
）
（
3
8
）
た
ね
↓
種
（
神
）
（
3
9
）
お
ほ
ゆ
↓
覚
ゆ
（
神
）
お
ほ

　

　

　

ゆ
る
（
宮
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
（
導
）
　
　
（
2
）

む
か
し
、
い
か
な
（
り
け
る
3
）
　
（
4
）
か
は
ね
の
、
せ
め
て
も
こ
⑤
の
詮
謹
か
ん
と

て
、
あ
た
し
の
ム
つ
ゆ
き
え
も
は
て
な
て
、
の
こ
り
け
る
や
覧
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ

つ

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

か

な
く
あ
曙
謬
。
譲
躁
、
丘
日
の
（
P
し
り
の
か
は
ね
提
か
）
と
も
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か

の

ほ

と
り
に
て
人
ノ
骨
の
し
ろ

も
ひ
や
り
侍
。
羅
什
三
蔵
ノ
御
母
の
、

麺
を
み
た
ま
ひ
（
で
道
心
題
こ
し
百
ガ
か
く
う
き
垣
を
い
百
）
は
て
給
匙
・

思
ひ

い
喧）

ら
れ
て
あ
霧
寧
け
に
も
・
心
あ
ら
む
人
、
こ
乖
）
を
み
む
は
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

り
、
道
心
お
こ
り
ぬ
へ
き
事
や
は
侍
。
さ
れ
は
、
弘
法
大
師
は
、
°
し
ろ
き
む

恒
あ
旛
）
の
中
に
む
く
め
き
・
あ
を
き
は
へ
・
。
の
う
域
）
に
と
ふ
・
む
か
（
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
（
3
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
は
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一
た
ひ
は
か
な
し
み
一
た
ひ
は
s
つ
へ

の

よ
し
み
を
た
つ
ね
ん
と
す
る
に
、

逗
・
と
そ
か
き
た
ま
へ
麺
・
止
観
の
な
頑
）
に
・
人
の
し
に
百
ガ
の
み
た
る
s

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
て
（
3
9
）
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
　
　
（
ひ
＝
舗
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

よ
り
、
つ
い
叉
の
ほ
ね
を
ひ
ろ
ひ
て
け
ふ
り
と
な
す
請
の
縛
を
と
詩

侍
る
は
、
見
る
め
も
か
な
し
う
侍
そ
か
し
。
か
や
う
の
ふ
み
に
も
く
ら
き
お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　疲へと一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異しこ竺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　°の

縫2竪守了唇蓮占題難9彗iヱζ難告　；

二
十
一
、
か
ら
は
し
か
は
ら
の
女
．
の
か
は
ね
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い

ま
鑑
冴
に
い
と
け
警
侍
し
ほ
と
の
肇
弐
誌
ら
は
匙
螺
に
、

身
ま
か
吻
る
頭
を
す
て
た
る
事
侍
き
。
（
こ
7
）
の
蝕
は
、
を
の
か
し
う
の
議
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
、
し
う
の
女
い
み
し
く
そ
ね
み
て
　
お
と

も
の
に
し
の
ひ
に
ゆ
き
あ
ふ
と
て

漂
ほ
減
）
に
あ
る
ま
甲
さ
ま
～
鴨
の
は
か
り
範
を
か
秦
守
い
ひ
し
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
（
1
6
）

す
こ
と
は
も
お
よ
は
ぬ
事
と
も
し
て
、
し
の
ひ
に
ひ
き
す
て
さ
せ
た
る
な
り

け
り
・
し
ぬ
夢
は
・
と
玲
九
に
そ
な
（
兜
侍
り
塁
・
さ
ら
ぬ
事
た
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
タ
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

あ
り
や
、
よ
の
人
の
心
の
さ
か
な
さ
は
、
ゆ
き
あ
つ
ま
り
て
み
る
も
の
、
稲

蹄
竹
蚤
鋤
）
こ
と
く
そ
侍
し
。
ふ
る
さ
操
）
の
ち
か
く
侍
し
か
は
、
ま
か
り
て
み

豊
に
、
ふ
つ
に
人
の
す
か
替
は
あ
ら
て
、
嘉
き
な
る
木
の
き
普
や

　
　
　
　
　
　
　
　
て
も
な
く
て
侍
し
。
き
た
な
く
け
か
ら
は
し
き
事
た
と

う
に
て
そ
、
あ
し
、
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（
3
2
）

へ
て

い

は
ん

か
た

な
し
。
た
と
ひ
、
大
海
の
み
つ
を
か
た
ふ
け
て
あ
ら
ふ
と

楚
範
き
よ
む
る
事
か
た
か
る
へ
し
・
た
主
題
に
見
廓
）
た
に
も
し
の
ひ
か

　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
⌒
3
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
　
　
（
4
2
）

　
　
　
（
へ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

た
く
た
ゑ
か
た
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
と
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た

れ

か
ふ
す
ま
を
か
さ
ね
、
ま
く
ら
を
な

ら
ふ
る
事
あ
ら
ん
。
た
か
き
と
く
た
れ
る
と
こ
そ
か
は
れ
と
⑭
、
そ
の
身
の

鬼
墨
毒
を
お
な
し
か
る
へ
じ
は
た
へ
し
（
パ
）
謬
を
（
姫
っ
）
毒
〉
す

ち
ほ
ね
を
ま
つ
ひ
て
、
心
に
く
き
や
う
に
み
ゆ
る
う
ゑ
に
、
楚
山
の
ま
ゆ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
　
　
　
（
5
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

み

色
あ
さ
や
か
に
か
き
、
蜀
江
の
こ
ろ
も
に
ほ
ひ
な
つ
か
し
う
た
き
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

た

れ
は

こ
そ
、
む
つ
ま
し
く
も
お
ほ
え
侍
ら
め
。
風
吹
、
日
さ
ら
し
、
か
は

み
た

掴
、
す
硫
）
と
け
て
、
き
よ
欝
葉
を
け
か
㎏
・
お
ほ
そ
ら
を
さ
へ
く
さ

く
な
す
と
題
は
、
た
緬
）
か
か
た
を
く
麺
、
こ
と
は
を
か
は
さ
む
寧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

〔校
異
〕
①
か
ら
は
し
と
河
原
に
↓
か
ら
は
し
と
河
原
に
（
為
）
か
ら
は
し
を
川
原
に
（
謂
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
　

唐
橋
近
き
川
原
に
（
神
）
か
ら
は
し
ち
か
き
川
原
に
（
類
）
か
ら
は
し
ち
か
き
川

　
　
　
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ

　
　
　

原
に
（
版
）
（
2
）
ま
か
り
る
↓
ま
か
れ
る
（
諸
本
）
（
3
）
す
て
た
る
↓
捨
た
る
（
神
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ツ
ト

　
　
　

（
4
）
こ
の
女
↓
此
女
（
謂
・
神
・
類
・
版
）
（
5
）
し
う
の
夫
↓
主
の
夫
（
神
）
し

　
　
　
　
　
お
つ
と

　

　

　

う
の
夫
（
版
）
（
6
）
し
の
ひ
↓
忍
ひ
（
神
）
（
7
）
し
う
↓
主
（
神
）
（
8
）
女
↓
め

　
　
　
　
（
類
）
（
9
）
お
と
こ
↓
男
（
宮
・
神
）
（
1
0
）
ほ
か
↓
外
（
神
）
⑪
あ
る
ま
に
↓
あ

　
　
　

る
間
に
（
神
）
あ
ひ
ま
に
（
類
）
⑫
さ
ま
く
↓
さ
う
く
（
謂
）
（
1
3
）
事
↓
こ

　
　
　

と
（
草
一
言
口
）
（
1
4
）
か
ま
ゑ
て
↓
か
ま
へ
て
（
宮
・
謂
・
類
・
版
）
構
て
（
神
）
（
1
5
）

　
　
　

お

よ
は
ぬ
↓
を
よ
は
ぬ
（
讃
・
神
・
類
・
版
）
（
1
6
）
と
も
↓
共
（
神
）
（
1
7
）
し
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
て
カ
）

　
　
　

ひ

に
ひ
き
す
て
↓
し
の
ひ
に
ひ
き
捨
（
神
）
し
の
ひ
に
ひ
す
て
（
類
）
（
1
8
）
し
ぬ
る

　
　
　

↓
死
ぬ
る
（
神
）
（
1
9
）
と
し
↓
年
（
謂
・
神
・
版
）
「
類
」
は
「
と
し
」
が
欠
文

　
　
　

（
2
0
）
な
り
↓
成
（
神
）
（
2
1
）
侍
り
け
る
↓
侍
け
る
（
為
・
宮
）
（
2
2
）
心
の
↓
「
神
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ウ
　
マ
　
　
　
ヰ

　
　
　

は
欠
文
（
2
3
）
ゆ
き
↓
往
（
神
）
（
2
4
）
み
る
↓
見
る
（
神
）
（
2
5
）
稲
麻
竹
葦
↓
字
音

　
　
　

な
し
（
謂
．
類
）
字
音
「
タ
ウ
マ
チ
ク
イ
」
（
神
・
版
）
（
2
6
）
ふ
る
さ
と
↓
ふ
る

　
　
　

郷
（
神
）
（
2
7
）
み
侍
し
↓
見
侍
し
（
神
）
（
2
8
）
す
か
た
↓
姿
（
神
）
（
2
9
）
き
れ
↓
切

　
　
　
　
（
神
）
⑳
き
た
な
く
↓
き
な
な
く
（
類
）
（
3
1
）
事
↓
こ
と
（
謂
・
類
・
版
）
（
3
2
）

　
　
　

み

つ
↓
水
（
神
）
（
3
3
）
と
も
↓
共
（
神
）
（
3
4
）
猶
↓
尚
（
謂
）
な
を
（
神
）
（
3
5
）

　
　
　

よ
そ
に
↓
欠
文
（
讃
．
神
・
類
．
版
）
（
3
6
）
見
る
↓
み
る
（
諸
本
）
（
3
7
）
た
ゑ
か

　
　
　

た

し
↓
た
へ
か
た
し
へ
謂
・
類
・
版
）
た
え
か
た
し
（
宮
）
堪
か
た
し
（
神
）
（

　
　
　

3
8
）
こ
の
と
き
↓
此
時
（
神
）
（
3
9
）
た
れ
↓
誰
（
神
）
（
4
0
）
ふ
す
ま
を
↓
「
類
」

　
　
　

は

「

を
」
が
欠
字
（
4
1
）
か
さ
ね
↓
重
ね
（
神
）
（
4
2
）
ま
く
ら
↓
枕
（
神
）
⑬
た
か

　
　
　

き
と
く
た
れ
る
と
こ
そ
か
は
れ
と
も
↓
高
き
い
や
し
き
と
社
か
ハ
れ
と
も
（
神
）

　
　
　

（
4
4
）
な
り
↓
成
（
神
）
（
4
5
）
行
さ
ま
は
↓
「
は
」
は
底
本
・
宮
・
謂
と
も
「
乞
」

　
　
　
　
（
変
体
仮
名
）
で
あ
る
。
（
4
6
）
つ
」
み
↓
ま
つ
x
み
（
為
）
（
4
7
）
す
ち
ほ
ね
を
↓
筋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
サ
ン

　
　
　

骨
（
神
「
を
」
は
欠
字
）
（
4
8
）
う
ゑ
↓
う
へ
（
譜
・
神
・
類
・
版
）
（
4
9
）
楚
山
↓
楚
山

　
　
　
　
（
為
・
神
・
版
）
（
5
0
）
蜀
江
↓
字
音
「
シ
ュ
ク
カ
ウ
」
（
神
）
「
シ
ョ
ク
コ
ゥ
」

　
　
　
　
（
版
）
（
5
1
）
こ
ろ
も
↓
衣
（
神
）
（
5
2
）
に
ほ
ひ
↓
匂
ひ
（
神
）
⑬
侍
ら
め
↓
侍
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば

　
　
　

ん

（神
）
（
5
4
）
日
さ
ら
し
↓
日
に
さ
ら
し
（
神
）
⑮
か
は
み
た
れ
↓
か
ハ
み
た
れ

　
　
　

（章
ニ
コ
ロ
）
か
ハ
ね
み
た
れ
（
神
）
（
5
6
）
す
ち
↓
筋
（
神
）
（
5
7
）
き
よ
き
↓
清
き
（
神
）

　
　
　

⑬
け
か
し
↓
ふ
か
し
（
謂
）
（
5
9
）
と
き
↓
時
（
神
）
（
6
0
）
た
れ
↓
誰
（
神
）
⑪
か

　
　
　

た

を
く
み
↓
か
た
を
つ
み
（
諌
・
神
・
類
・
版
）
（
6
2
）
か
は
さ
む
や
↓
か
は
さ
ん

　
　
　

や

（譜
・
神
・
類
・
版
）

さ
れ
は
、
龍
樹
欝
、
愛
の
あ
た
の
い
つ
は
ヴ
）
を
さ
と
り
ぬ
・
と
（
菱
織
・

天
台
大
璽
、
し
巳
こ
ポ
）
を
み
恒
）
は
籠
五
欲
（
ハ
）
桓
ず
へ
て
弘
、
と
（
題

　
　
　
　
。
ま
た
、
こ
れ
ま
て
は
な
を
い
ふ
せ
な
か
ら
も
、
む
か
し
の
な
こ

し
給
へ
り

夢
み
石
）
か
た
も
薮
魏
へ
し
。
つ
（
脚
）
に
し
ろ
き
木
の
え
た
の
や
（
麺
に
て
・
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
酔

　
（
1
6
）
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
（
て
）
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

は

ら
の
ち
り
と
く
ち
は
て
ふ
、
た
s
よ
も
き
か
も
と
に
し
ら
つ
ゆ
を
と
N
め
、

あ
さ
ち
か
は
麺
に
秋
風
幾
こ
し
（
⑫
）
、
い
き
（
加
）
の
な
ご
頒
）
も
な
く
な
り
侍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
（
2
5
）

ぬ

る
は
、
い
ま
す
こ
し
夢
ま
ほ
ろ
し
の
や
う
に
そ
侍
へ
き
。
さ
て
も
う
き
よ

　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の

な
ら
ひ
な
り
け
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か

s
る
身
の
あ
り
さ
ま
を
し
ら
て
、
う
ら
み
に
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ら
み
を
か
さ
ね
て
、
あ
か
し
く
ら
す
人
も
あ
る
ら
む
。
か
や
う
に
あ
た
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

身
の
は
て
を
し
る
へ
に
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
ゆ
ゑ
に
、
い
た
つ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
（
3
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ほ
）

つ
も
り
け
る
罪
こ
そ
く
や
し
け
れ
、
な
と
お
も
ひ
つ
x
け
て
心
を
な
を
さ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
⑯
　
・
3
7
）

　
（
誕
）

か
き
あ
つ
む
る
心
さ
し
た
ち
ぬ
と
す
へ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
て
も
こ
の
河
原
の
か
は
ね
の

ぬ

し
、
い
た
う
む
さ
う
摩
一
す
垣
に
か
な
し
（
⑳
・
う
ら
め
し
き
心
に
て
こ

麺
侍
け
め
・
さ
㍑
よ
も
よ
き
所
に
む
ま
れ
は
へ
ら
⑭
）
か
し
・
と
あ
は
垣
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
え
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

て
、
い
さ
x
か
見
侍
し
人
を
、
た
か
き
あ
や
し
き
を
ゑ
ら
は
す
、
そ
の
名
を

か
き
あ
つ
め
評
し
の
（
4
8
）
ひ
に
か
た
言
（
5
2
）
（
5
3
）
は
ら
に
璽
⑭
琴
こ
し
う
か
（
麺
ぬ
へ
き

嘉
と
（
鑓
ふ
鉋
。
密
こ
ん
と
も
お
ろ
ー
よ
み
侍
中
に
ぼ
）
い
き
た
り
し
す

か
た
を

こ
そ
み
ね
と
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か

ら
は
し
か
は
ら
の
し
に
か
は
ね
、
と
し
る
し
入

（6
0
）
、

　
　

と
ひ
侍
そ
か
し
。

て　　　　　　　ロ　　　　　　　校
　　　　　　　異
　　　　　　　×
ひ残して7（とい、L

三：王Σ嵌琶藷召閨

一
九
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バ
ク
　
ロ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

白
露

野
．
バ
ラ
（
版
）
（
1
7
）
ち
り
↓
塵
（
神
）
（
1
8
）
は
て
」
↓
果
て
（
神
）
（
1
9
）
し
ら
つ

　
　
バ
ク
ロ

ゆ
↓
白
露
（
譜
・
神
・
版
）
白
露
（
宮
・
類
）
（
2
0
）
あ
さ
ち
か
は
ら
↓
浅
茅
か
原

　
　
　
　
　
　
を

（神
）
（
2
1
）
秋
風
の
↓
秋
風
を
（
宮
・
語
・
神
・
類
・
版
）
（
2
2
）
の
こ
し
て
↓
残

し
て
（
神
）
（
2
3
）
い
さ
」
か
↓
い
さ
さ
か
（
類
）
（
2
4
）
な
こ
り
↓
名
残
り
（
神
）

（
2
5
）
ま
ほ
ろ
し
↓
幻
（
神
）
（
2
6
）
さ
て
も
う
き
よ
の
な
ら
ひ
↓
扱
憂
世
の
習
ひ

（神
）
（
2
7
）
あ
り
↓
有
（
神
）
⑳
し
ら
て
↓
し
み
て
（
為
）
（
2
9
）
ら
む
↓
ら
ん
（
謂
・

神
）
（
3
0
）
し
る
へ
に
て
↓
「
し
る
へ
に
」
（
神
）
欠
損
（
3
1
）
ゆ
ゑ
↓
ゆ
へ
（
謂
．

神
・
類
・
版
）
（
3
2
）
つ
も
り
↓
積
り
（
神
）
（
3
3
）
く
や
し
↓
悔
し
（
神
）
（
3
4
）
か

き
↓
書
（
神
）
⑮
た
ち
ぬ
と
す
へ
し
↓
た
り
ぬ
と
す
へ
し
（
為
．
宮
）
た
ち
ぬ
と

す
く
し
（
謂
・
神
・
類
・
版
）
⑯
さ
て
も
↓
と
て
も
（
謂
・
神
・
類
．
版
）
（
3
7
）

こ
の
↓
此
（
神
）
（
3
8
）
也
↓
な
り
（
神
）
⑲
一
す
ち
↓
一
す
し
（
神
）
（
4
0
）
か
な

し
く
↓
悲
し
く
（
神
）
（
4
1
）
こ
そ
↓
社
（
神
）
⑫
さ
ら
に
↓
更
に
（
神
）
さ
う
に

（類
）
（
4
3
）
む
ま
れ
は
へ
ら
し
↓
生
れ
侍
ら
し
（
神
）
（
4
4
）
あ
は
れ
↓
哀
（
神
）

（
4
5
）
見
侍
し
↓
み
侍
し
（
為
・
課
・
類
・
版
）
（
4
6
）
ゑ
ら
は
す
↓
え
ら
は
す

（謂
・
神
・
類
・
版
）
（
4
7
）
か
き
あ
つ
め
て
↓
書
集
め
て
（
神
）
（
4
8
）
し
の
ひ
↓
忍

ひ

（神
）
（
4
9
）
を
き
て
↓
置
て
（
神
）
お
き
て
（
宮
）
（
5
0
）
う
か
み
↓
う
か
還
派
（
謂
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ

（
5
1
）
思
給
ふ
る
↓
思
ひ
給
ふ
る
（
宮
・
神
）
（
5
2
）
密
こ
ん
↓
密
言
（
宮
・
謂
・
神
）

密
こ
ん
（
類
・
版
）
「
為
」
は
底
本
と
同
じ
で
「
言
」
の
書
き
入
れ
あ
り
（
5
3
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

も
↓
共
（
神
）
（
5
4
）
侍
↓
侍
（
神
）
⑮
い
き
た
り
し
す
か
た
↓
い
き
た
る
姿
（
神
）

い
き
た
る
す
か
た
（
類
・
版
）
い
き
た
り
す
か
た
（
謂
）
（
5
6
）
す
か
た
を
こ
そ
↓
す

か
た

こ
そ
（
宮
）
（
5
7
）
こ
そ
↓
社
（
神
）
（
5
8
）
み
ね
↓
見
ね
（
課
）
（
5
9
）
し
に
か

は
ね
↓
死
か
ハ
ね
（
神
）
（
6
0
）
入
て
↓
い
れ
て
（
神
）

　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
（
お
×
2
）

　

さ
て
も
、
こ
の
か
き
を
く
た
ひ
に
袖
の
し
ほ
る
s
も
し
ほ
草
の
中
に
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の

か
ほ

な
と
の
き
は
や
か
に
て
、
た
s
い
ま
そ
の
人
に
む
か
へ
る
心
ち
の
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
（
5
）
　
　
（
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
＞

て
、
と
こ
ろ
せ
き
ま
て
に
お
ほ
ゆ
る
も
あ
り
。
ま
た
ほ
の
か
に
も
み
し
人
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
事
を
思
よ
り

と
は
、
か
す
み
た
る
や
う
に
お
ほ
ゆ
る
も
侍
へ
し
。
抑
、

侍
誌
、
三
錬
の
ひ
し
卵
）
を
み
捻
は
、
み
な
つ
み
を
の
ぞ
き
さ
と
り
禁

ら
き
s
。
ま
た
、
む
か
し
の
高
僧
を
み
し
人
は
、
み
な
ほ
と
に
し
た
か
へ
る

益

あ
竃
い
ま
こ
の
雫
と
薯
講
等
し
か
は
、
み
叉
4
宇

る
人
々
、
す
こ
し
の
や
く
も
あ
る
へ
き
お
、
い
ひ
つ
く
し
か
た
く
あ
さ
ま
し

く
・
わ
つ
か
に
比
丘
の
名
を
ぬ
す
み
口
返
璽
二
宝
を
あ
さ
む
く
つ
（
麺
を
ま

　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ね

く
へ
き
鋸
れ
は
、
揚
や
く
か
け
て
も
霧
詰
き
か
な
し
さ
に
お
延
）

ろ
き
て
、
見
し
人
の
む
か
し
か
た
り
に
な
り
ゆ
く
か
す
を
し
る
し
て
、
な
さ
け

を
は
こ
（
ぷ
）
侍
摩
も
し
こ
（
3
7
の
）
な
さ
け
・
甘
露
顯
と
な
恒
翫
雰
繭
ど
な

二
〇

　
（
4
1
）
戸
お
）
⑫
　
　

（

は
）
　
　
　

（4
3
）

り
て
、
を
の
く
あ
り
か
を
と
ふ
ら
は
s
、
そ
れ
を
あ
や
し
の
身
に
え
ん
を
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
　
　
（
の
≒
4
5
）

　
　
⑭

す
へ
る
一
ノ
益
に
、
か
つ
く
つ
か
う
ま
つ
ら
ん
と
お
も
ひ
た
ち
に
け
る
な

る
へ
し
・
新
羅
臥
嘉
暁
の
疏
（
〃
）
葬
と
よ
・
他
侮
島
薦
）
こ
と
は
り
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ン
キ
ナ
ン
シ
（
5
0
）
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

と
い
へ
と
⑳
、
し
か
も
縁
起
難
思
の
ち
か
ら
あ
り
、
と
い
へ
る
、
た
の
も
し

く
こ
そ
侍
れ
。

〔校
異
〕
（
1
）
こ
の
↓
此
（
神
）
（
2
）
か
き
を
く
↓
か
き
お
く
（
神
）
③
心
ち
↓
心
地
（
宮
）
心
持

　
　
　

（神
）
（
4
）
と
こ
ろ
↓
所
（
神
）
（
5
）
ま
て
に
↓
ま
て
（
類
）
（
6
）
お
ほ
ゆ
↓
覚
ゆ
（
神
）

　
　
　

（
7
）
ま
た
↓
又
（
神
）
（
8
）
ほ
の
か
に
も
↓
ほ
の
か
に
（
諌
・
神
・
類
・
版
）
（
9
）

　
　
　

お

ほ
ゆ

る
↓
覚
る
（
神
）
（
1
0
）
思
↓
思
ひ
（
神
・
類
・
版
）
（
1
1
）
ひ
し
り
↓
聖

　
　
　

り
（
神
）
（
1
2
）
み
し
人
↓
見
し
人
（
謂
・
神
・
類
・
版
）
（
1
3
）
み
な
つ
み
を
の
ぞ

　
　
　

き
さ
と
り
を
↓
皆
罪
を
除
き
悟
り
を
（
神
）
⑭
ひ
ら
き
s
↓
ひ
ら
き
し
（
謂
・

　
　
　

神
・
類
・
版
）
（
1
5
）
ま
た
↓
又
（
神
）
（
1
6
）
あ
り
き
↓
有
き
（
神
）
（
1
7
）
と
く
↓
徳

　
　
　
（神
）
㌔
く
（
版
）
（
題
）
も
し
±
（
神
）
（
D
）
み
ヤ
見
も
（
神
）
⑳
み
え
す
｝
見

　
　
　

え
す
（
為
・
宮
・
謂
）
み
え
も
（
神
）
見
え
も
（
類
．
版
）
（
2
1
）
人
々
↓
底
本

　
　
　
　
「
人
く
」
人
亡
（
神
）
人
々
（
類
）
（
2
2
）
や
く
↓
益
（
神
）
（
2
3
）
へ
き
お
↓
へ

　
　
　

き
を
（
宮
・
讃
・
神
・
類
・
版
）
⑳
ぬ
す
み
て
↓
ぬ
す
み
み
て
（
類
）
（
2
5
）
返
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
り

　
　
　

↓
返
り
て
（
神
）
返
て
（
版
）
（
2
6
）
つ
み
↓
罪
（
神
）
（
2
7
）
み
な
れ
は
↓
身

　
　
　

な
れ
は
（
為
・
宮
・
神
）
（
2
8
）
や
く
↓
益
（
神
）
㊧
あ
る
ま
し
き
か
な
し
さ
↓
有

　
　
　

間
藪
事
か
な
し
さ
（
神
）
あ
る
ま
し
き
事
か
な
し
さ
（
類
θ
版
）
あ
る
ま
し
き
事

　
　
　
な
し
さ
（
草
ニ
コ
ロ
）
（
3
0
）
見
し
↓
み
し
（
神
・
版
・
類
）
（
3
1
）
む
か
し
↓
昔
（
神
）
（
3
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
す

　
　
　

な
り
ゆ
く
↓
成
行
（
神
）
（
3
3
）
か
す
↓
さ
ま
（
為
）
数
（
神
）
（
3
4
）
な
さ
け
↓
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
や

　
　
　
（
神
）
（
3
5
）
は
こ
ひ
↓
ぽ
こ
ひ
（
類
）
（
3
6
）
侍
也
↓
侍
る
也
（
神
）
（
3
7
）
も
し
こ

　
　
　

の
↓
若
此
（
神
）
（
3
8
）
甘
露
ノ
↓
甘
露
の
（
宮
．
讃
．
神
．
類
・
版
）
（
3
9
）
な
り

　
　
　
ー
成
（
神
）
（
如
）
嵐
碑
ー
清
涼
の
（
宮
謹
・
神
・
琶
．
藏
の
（
版
）
（
虹
）
な

　
　
　
り
て
↓
成
て
（
課
∨
⑫
を
の
く
↓
ほ
の
く
（
類
）
（
4
3
）
え
ん
↓
縁
（
神
）
え

　
　
　
む
（
類
・
版
）
⑭
む
す
へ
る
↓
結
ひ
ぬ
る
（
神
）
（
4
5
）
一
ノ
↓
一
の
（
宮
．
謂
．

　
　
　
類
・
版
）
ひ
と
つ
の
（
神
）
（
4
6
）
お
も
ひ
↓
思
ひ
（
謂
・
神
・
類
．
版
）
（
4
7
）
新

　
　
　
羅
国
ノ
↓
新
羅
国
の
（
宮
・
謂
）
新
羅
国
（
神
・
類
・
版
）
（
4
8
）
疏
ノ
文
↓
疏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
　
サ
シ
　
シ
ユ

　
　
　
文
（
宮
・
謂
）
疏
文
（
神
・
類
・
版
）
（
4
9
）
他
作
自
受
↓
字
音
な
し
（
宮
．
謂
．

　
　
　
神
・
類
）
（
5
0
）
縁
趣
鰹
ぽ
↓
字
音
な
し
（
宮
・
譜
・
神
・
類
）
（
5
1
）
あ
り
↓
有

　
　
　

（神
）
⑫
侍
れ
↓
侍
り
け
れ
（
神
）

※
補
記

本
文
（
諸
本
）
中
の
変
体
仮
名
「
二
」
「
ハ
」
は
、
す
べ
て
平
仮
名
に
改
め
て
記

し
た
。
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付
・

『
閑
居
友
』
全
注
釈
補
遺

（
金
沢
古
典
文
学
研
究
会
編
『
説
話
・
物
語
論
集
』
第
一

所
収
分
）

・
二
・
三
号

ω
宗
叡
僧
正
と
・
も
な
ひ
（
上
巻
第
一
話
）

　
こ
の
時
、
親
王
は
宗
叡
の
他
に
賢
真
・
恵
尊
・
忠
全
・
安
展
・
禅
念
・
恵

池
・
善
寂
・
原
麓
・
猷
継
の
他
に
船
頭
高
丘
真
峯
ら
や
控
え
の
者
十
五
人
、

ま
た
張
友
信
・
金
文
習
・
任
仲
元
（
三
人
唐
人
）
、
更
に
建
部
福
成
．
大
島
智

丸
や
水
夫
な
ど
僧
俗
六
十
人
で
出
発
し
た
（
『
頭
陀
親
王
入
唐
略
記
』
）
。
と
く
に

宗
叡
と
連
れ
立
っ
て
い
く
表
現
は
、
「
貞
観
四
年
二
真
如
親
王
入
唐
ノ
時
ア
ヒ

ト
モ
ナ
ヒ
テ
」
（
『
真
言
伝
』
巻
三
）
「
貞
観
四
年
、
真
如
親
王
と
も
ろ
と
も
に

入
唐
し
た
り
け
る
仁
な
り
。
」
（
妙
法
院
本
『
山
王
絵
詞
』
）
な
ど
随
所
に
見
ら

れ

る
。
「
と
も
な
ふ
」
は
自
動
詞
で
あ
り
、
従
う
・
連
れ
立
つ
の
意
。
従
う
と

い

う
場
合
に
は
助
詞
「
に
」
を
、
連
れ
立
つ
意
味
の
時
に
は
「
と
」
を
上
に

と
る
。
○
賢
助
僧
正
に
と
も
な
ひ
て
加
持
香
水
を
見
侍
り
し
に
（
『
徒
然
草
』

二
百
三
十
八
段
）
。
○
西
山
の
西
住
上
人
と
と
も
な
ひ
て
、
難
波
の
わ
た
り
を

過
侍
り
し
に
（
『
撰
集
抄
』
第
四
1
1
）
。

②
法
味
和
尚
と
い
ふ
人
に
お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
て
学
問
あ
り
け
れ
ど
、
心
に
も

　
か

な
は
ざ
り
け
れ
ば
、
　
（
上
巻
第
一
話
）

　
法
味
和
尚
の
伝
未
詳
。
『
本
朝
高
僧
伝
』
に
「
特
命
二
法
味
和
尚
一
授
二
経
論
一
。
而

如
不
レ
為
レ
憾
レ
意
。
」
と
あ
る
が
典
拠
不
明
。
こ
の
部
分
『
頭
陀
親
王
入
唐
略
記
』

に
は
「
仰
請
二
来
阿
閣
梨
一
令
レ
決
二
難
疑
一
。
経
一
一
六
箇
月
一
。
問
二
難
閣
梨
一
。
不
〆
能
／
撃
レ

蒙
。
」
と
あ
り
『
元
亨
釈
書
』
に
も
「
遍
詞
二
名
徳
一
不
〆
充
二
如
意
一
。
」
と
報
じ
て

い

る
。
こ
の
阿
閣
梨
が
青
龍
寺
の
法
全
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
弘
法
大
師
弟
子

伝
』
巻
上
の
「
乃
到
二
長
安
一
謁
二
青
龍
寺
之
法
全
阿
闇
梨
一
。
受
二
両
部
灌
頂
一
。
改

号
日
二
遍
明
一
。
」
な
ど
の
記
事
に
よ
り
略
々
確
実
で
あ
る
が
、
法
味
和
尚
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

と
は
、
諸
書
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

③

わ
た
り
た
ま
ひ
け
る
道
の
よ
う
い
に
大
か
ん
じ
を
三
も
ち
た
ま
ひ
た
り
け

　
る
を
、
　
（
上
巻
第
一
話
）

　
大
柑
子
を
め
ぐ
っ
て
、
化
人
が
菩
薩
の
行
に
言
及
す
る
類
似
説
話
が
、
『
撰

集
抄
』
巻
三
ー
7
（
嗜
西
上
人
が
け
し
か
る
女
に
小
袖
を
二
枚
ま
で
与
え

た

が
、
三
度
目
に
は
「
さ
の
み
は
身
の
力
な
し
」
と
断
わ
る
と
、
女
は
「
汝

は

き
は
ま
り
て
こ
s
ろ
小
さ
か
り
け
り
。
こ
s
ろ
小
さ
き
人
の
施
を
ば
、
わ

れ

う
け
ず
。
」
と
い
っ
て
、
二
枚
の
小
袖
を
投
げ
か
え
し
て
姿
を
消
し
た
所
伝
）

に

見
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
先
学
が
指
摘
す
る
所
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く

巻
六
ー
1
玄
弊
之
事
で
も
、
真
如
親
王
が
、
唐
土
の
帝
の
も
と
よ
り
天
竺
に

赴
く
状
況
を
「
渡
天
の
心
ざ
し
を
あ
は
れ
み
て
、
さ
ま
ぐ
の
宝
を
あ
た
へ

給
へ
る
に
、
そ
れ
由
な
し
と
て
、
み
な
み
な
か
へ
し
参
ら
せ
て
、
道
の
用
意

と
て
大
柑
子
を
三
と
ぶ
め
給
へ
り
け
る
ぞ
。
聞
く
も
悲
し
く
侍
る
め
る
。
」
と

あ
る
が
、
大
柑
子
や
り
と
り
の
部
分
を
欠
い
て
い
る
。
『
撰
集
抄
』
の
こ
の
説

話
が
そ
の
素
材
源
を
『
閑
居
友
』
の
真
如
親
王
伝
に
仰
い
で
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
が
、
で
は
何
ゆ
え
化
人
出
現
の
個
所
を
省
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

推

測
で
は
あ
る
が
、
先
の
謄
西
伝
と
類
似
発
想
で
あ
る
た
め
、
重
複
を
避
け

る
た
め
、
カ
ッ
ト
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
慶
政
は

こ
の
発
想
を
ど
こ
か
ら
入
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
醍
醐
寺
三
宝
院
門
主
満

済
は
、
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
四
月
四
日
、
定
助
僧
正
に
向
か
っ
て
慶
酢
大
阿

闇
梨
伝
に
つ
い
て
「
為
レ
拝
龍
智
ズ
打
二
渡
天
一
処
。
於
二
迦
毘
羅
山
一
有
二
一
老
翁
乞

者
一
。
向
二
大
阿
閣
梨
一
乞
レ
食
。
。
大
阿
闇
梨
所
レ
持
柑
子
ヲ
一
与
レ
之
。
又
乞
レ
之
。
然
而

五
マ
テ
与
レ
之
。
今
一
柑
子
ヲ
ハ
為
二
旅
根
’
惜
テ
不
レ
与
レ
之
。
其
時
翁
云
。
我
ハ

是
龍
智
也
。
憐
二
汝
志
一
ヲ
是
マ
テ
来
也
。
但
汝
樫
食
ナ
リ
ト
テ
上
レ
空
西
ヲ
指
テ

飛
行
。
干
γ
時
大
阿
闇
梨
一
ノ
柑
子
ヲ
空
二
投
テ
泣
悲
テ
自
γ
其
帰
朝
云
々
。
」
と

い

う
故
事
が
伝
記
に
あ
る
や
否
や
を
聞
い
て
い
る
。
第
七
十
一
代
醍
醐
寺
座

主
定
助
は
そ
れ
に
対
し
て
、
「
そ
の
こ
と
は
伝
記
に
見
え
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た

慶
酢
阿
閣
梨
の
渡
唐
の
こ
と
は
承
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
」
（
『
満
済
准
后
日
記
』
）

　
　
　
　
　
　
　

と
答
え
て
い
る
。
『
閑
居
友
』
成
立
後
約
二
百
年
余
り
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
が
、
同
一
発
想
と
い
え
る
こ
の
伝
承
が
、
醍
醐
山
第
七
十
四
代
座
主
満
済
の

一
二
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念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
だ
が
、
こ
れ
と
関
連
し
て
『
野
沢

血
脈
集
』
第
一
に
『
醍
聞
抄
』
の
記
述
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
真

如
親
王
大
柑
子
説
話
と
し
て
『
閑
居
友
』
の
異
伝
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

即

ち
、
「
平
城
天
皇
嵯
峨
帝
失
給
ヶ
リ
。
真
如
失
給
ヘ
キ
ニ
テ
ア
リ
シ
ヲ
。
大
師

御
弟
子
乞
請
申
サ
セ
有
二
御
出
家
一
。
難
レ
然
平
城
天
王
御
事
無
念
思
食
サ
レ
テ
。

日
本
御
ス
マ
イ
本
意
ナ
ク
御
事
座
ア
リ
ケ
ン
。
御
入
唐
御
志
大
師
御
暇
乞
給
。

大
師
頻
錐
二
留
申
蕪
二
承
引
一
御
入
唐
。
剰
渡
天
。
柑
子
三
道
御
糧
物
御
所
持
ア
リ

ケ
リ
。
流
沙
鬼
神
出
乞
二
奉
彼
柑
子
。
二
与
レ
之
今
一
渡
天
タ
メ
ト
テ
被
レ
残
。
鬼

神
其
程
小
機
渡
天
不
レ
可
レ
叶
忽
残
害
シ
タ
リ
ト
云
々
」
と
。
『
醍
聞
抄
』
は
、
別

名
『
醍
醐
八
十
条
醍
醐
山
弘
鍵
口
授
』
と
も
い
い
、
そ
の
筆
録
者
は
三
輪
流

の

良
英
で
あ
る
。
こ
こ
で
親
王
は
、
三
つ
所
持
せ
る
柑
子
の
う
ち
二
つ
を
与

え
た
が
、
い
ま
一
つ
を
渡
天
の
た
め
に
惜
し
ん
だ
。
そ
こ
で
、
鬼
神
は
「
そ
の

心
が
小
さ
い
。
そ
の
よ
う
で
は
渡
天
は
叶
う
ま
い
」
と
い
っ
て
、
忽
に
殺
害
し

た

と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
の
所
行
と
客
死
と
の
間
に
、
必
然
的
な
因

果
関
係
が
あ
る
か
の
如
き
筋
書
と
な
っ
て
い
る
。
良
英
に
こ
の
所
伝
を
口
授

し
た
弘
鍵
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
貞
治
元
年
（
＝
二
六
二
）
か
ら
応
永

三
十
三
年

（
一
四

二

六
）
に
亘
っ
て
生
存
し
た
人
で
、
至
徳
二
年
十
二
月
十

三

日
に
は
醍
醐
山
光
台
院
弘
済
の
下
で
、
伝
法
職
位
を
受
け
た
碩
徳
の
僧
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
醍
聞
抄
』
の
成
立
は
、
十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀

初
頭
と
考
え
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
即
ち
、
『
閑
居
友
』
よ
り
も
、
ほ
ぼ
二
世

紀
時
代
が
降
る
成
立
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
話
型
は
、
『
閑
居
友
』
と
同
源

の

素
材
よ
り
伝
流
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
、
両
者
が
親
子
関
係

で

あ
れ
ば
、
大
柑
子
の
み
な
ら
ず
虎
害
の
こ
と
に
も
筆
が
及
ぶ
筈
で
、
心
の

狭
小
な
る
た
め
に
鬼
神
に
害
さ
れ
た
と
す
る
筋
書
は
生
じ
得
な
い
か
ら
で
あ

醇
。
た
だ
、
『
醍
聞
抄
』
と
『
閑
居
友
』
で
は
親
王
が
大
柑
子
を
与
え
る
個
数

が

異

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
、
前
者
の
方
が
後
世
的
産
物
と
い
え
よ

う
が
、
こ
の
こ
と
が
直
ち
に
両
者
の
親
子
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

先
に
述
べ
た
晦
西
上
人
の
小
袖
説
話
を
通
し
て
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
菩

薩
行
と
対
置
さ
れ
る
条
件
は
、
段
々
と
後
世
に
な
る
に
つ
れ
て
、
一
層
厳
し

く
な
っ
て
ゆ
く
。
三
つ
の
大
柑
子
の
う
ち
一
つ
与
え
て
問
答
が
始
ま
る
話
が
、

二
つ
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
は
て
は
満
済
の
脳
裏
に
あ
っ
た
慶
昨
の
大
柑
子

讃
で

は
、
六
つ
の
う
ち
五
つ
も
与
え
る
所
ま
で
い
っ
て
か
ら
菩
薩
行
云
々

の

対
決
が
描
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
如
上
の
真
如

親
王
大
柑
子
所
伝
を
口
授
し
た
弘
鍵
と
、
慶
酢
大
阿
闇
梨
の
大
柑
子
説
話
を

念
頭
に
お
い
て
い
た
満
済
と
は
、
醍
醐
寺
で
同
時
代
に
活
躍
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
即
ち
弘
鍵
は
座
主
定
忠
よ
り
光
助
所
伝
の
聖
教
法
論
を
付
嘱
さ
れ
て

い

る
。
『
野
沢
血
脈
集
』
巻
二
第
二
十
三
成
賢
の
付
法
二
十
人
の
頭
註
に
「
定

　
　
ニ
シ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
へ

忠
無
学
義
満
将
軍
時
背
二
御
意
一
醍
醐
退
出
。
其
剋
聖
教
等
光
明
心
院
弘
鍵
方
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ

忠
隠
密
被
ピ
進
レ
之
。
然
其
時
座
主
満
済
此
事
聞
。
実
勝
聖
教
等
召
出
上
醍
醐
普

門
院
安
置
給
也
。
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
に
関
わ
る
記
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
大
柑
子
説
話
は
足
利
義
満
の
時
代
に
、
醍
醐
寺
に
て
か
な
り
伝
播
し
て

い
た

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
発
想
の
根
源
は
ど
こ
ま
で
遡
及
で
き
る
か
は
未

詳
で
あ
る
。
た
だ
、
前
述
し
た
如
く
、
虎
害
説
話
と
結
合
し
て
い
な
い
真
如

親
王
大
柑
子
説
話
の
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
『
閑
居
友
』
の
そ
れ
と
同
根
の

素
材
源
に
依
拠
し
て
い
た
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
ぬ
。
ち
な
み
に
、
真
如
親

王
が

龍
智
菩
薩
に
逢
う
た
め
渡
天
を
志
し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
即
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

『
三
宝
院
流
意
教
方
血
脈
紗
』
上
巻
に
親
王
が
、
「
遂
二
渡
天
ノ
御
心
ヲ
覚
シ

食
テ
云
フ
。
其
ノ
故
ハ
、
大
師
ハ
唐
土
ノ
恵
果
二
真
言
ヲ
御
相
承
ア
リ
。
彼

ノ
西
天
ノ
龍
智
ハ
、
未
ダ
御
在
生
也
ト
、
此
ノ
由
ヲ
聞
キ
、
直
チ
ニ
往
キ
テ

龍
智
二
相
承
セ
ン
ト
慢
心
ヲ
起
シ
タ
マ
フ
。
」
と
。
彼
の
師
弘
法
大
師
は
唐
土

の

恵
果
に
教
を
仰
い
だ
が
、
そ
れ
は
、
恵
果
ー
不
空
－
金
剛
智
ー
龍
智
と
遡

及
し
得
る
。
満
済
は
、
こ
の
所
伝
と
慶
酢
大
阿
闇
梨
の
僧
伝
と
を
、
混
同
し

て

い
た
の

で
は

な
か
ろ
う
か
。
定
助
僧
正
が
答
え
た
如
く
、
慶
酢
に
渡
海
の

事
実
は
な
い
。
さ
て
、
満
済
は
ま
た
家
系
の
上
か
ら
見
て
も
、
慶
政
と
甚
だ

深
い
関
係
に
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
面
（
系
図
の
位
置
を
考
察
す
る
）
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か

ら
も
大
柑
子
説
話
の
素
材
源
を
追
跡
す
る
道
が
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り

彼
が
門
主
を
歴
任
し
た
醍
醐
寺
三
宝
院
の
周
辺
に
求
め
る
べ
き
と
思
う
。
三

宝

院
は
、
勝
覚
に
よ
っ
て
永
久
三
年
（
一
＝
五
）
に
建
立
さ
れ
、
以
後
定

海
・
元
海
・
実
運
・
勝
賢
・
成
賢
と
法
脈
が
続
き
、
成
賢
の
時
に
碩
徳
の
僧

輩
出
し
た
。
即
ち
、
憲
深
・
頼
賢
・
道
教
・
深
賢
な
ど
に
分
流
す
る
。
満
済

は
、
そ
の
う
ち
憲
深
（
報
恩
院
流
）
の
法
系
を
汲
み
、
三
宝
院
第
二
十
五
世

の

地
位
に
あ
る
と
同
時
に
、
醍
醐
寺
座
主
を
も
兼
ね
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

法
系
図
（
『
野
沢
血
脈
集
』
を
も
と
に
構
成
）
を
丹
念
に
辿
り
検
討
す
る
と
、

勝
覚
ー
兀
海
ー
勝
賢
賢
俊
済
嬢

弘
顕
－
弘
済
－
弘
鍵

光
助
か
ら
受
け
た
宝
陵
を
、
光
明
院
弘
鍵
に
付
嘱
し
て
座
主
職
を
も
満
済
に

譲
っ
て
下
山
し
た
定
忠
は
、
満
済
と
極
め
て
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
。
ま
た
、

良
英
に
醍
醐
寺
の
秘
事
・
故
実
・
所
伝
を
口
授
し
た
弘
鋤
は
、
道
教
と
深
賢

の

血
脈
の
も
と
に
あ
る
わ
け
だ
。
ま
た
、
既
述
の
『
三
宝
院
意
教
方
血
脈
紗
』

巻
上
の
所
伝
も
、
頼
賢
（
意
教
上
人
）
の
法
流
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る

か

ら
、
こ
の
法
系
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
説
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の

展
望
に
よ
り
、
三
宝
院
に
て
語
ら
れ
て
い
た
真
如
親
王
大
柑
子
説
話
を
鳥
轍

図
的
な
視
野
の
う
ち
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
即
ち
、
報
恩
院
流
に
位
置

す
る
満
済
の
慶
肺
龍
智
説
話
、
意
教
流
に
伝
わ
る
真
如
龍
智
説
話
、
地
蔵
院

流
の
法
統
に
流
伝
さ
れ
て
い
た
か
の
弘
鍵
口
授
の
真
如
鬼
神
の
説
話
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
伝
承
に
分
化
す
る
祖
話
は
、
古
く
か
ら
三
宝
院
に

存
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
諸
流
に
て
語
ら
れ
て
い
る
大
柑
子
説
話

は
、
こ
の
発
想
が
三
宝
院
の
奥
深
い
所
で
、
早
く
か
ら
伝
流
し
て
い
た
こ
と

を
想
定
さ
せ
る
。
慶
政
は
、
恐
ら
く
醍
醐
寺
三
宝
院
か
ら
、
親
王
の
大
柑
子

説
話
を
入
手
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
思
う
に
彼
の
見
聞
し
た
資
料
は
、

親
王
が
法
全
阿
閣
梨
な
ど
に
よ
っ
て
蒙
を
ひ
ら
か
ん
と
し
た
が
、
期
待
通
り

で

な
か
っ
た
た
め
、
陸
路
大
柑
子
を
持
っ
て
天
竺
に
旅
立
つ
も
、
途
中
鬼
神

に

よ
っ
て
問
答
の
結
果
、
害
さ
れ
た
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

慶
政
が
、
『
閑
居
友
』
に
用
い
る
説
話
素
材
の
収
集
に
没
頭
し
て
い
た
頃
、
九

条
家
に
は
東
寺
・
延
暦
寺
・
三
井
寺
の
長
者
・
座
主
・
長
吏
に
就
任
し
て
い

る
人
々
が
い
た
。
ま
た
、
醍
醐
寺
で
は
、
叔
父
良
海
が
遍
智
院
に
い
た
し
、

ず
っ
と
時
代
は
降
る
が
、
道
家
の
子
賢
倣
が
金
剛
王
院
に
い
た
。
同
家
と
醍

醐
寺
と
の
関
係
も
、
密
接
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
彼
は
、
大
柑
子
に
関
わ

る
真
如
親
王
伝
を
寺
院
関
係
者
を
通
し
て
入
手
し
得
た
た
め
、
通
説
の
海
路

説
を
放
撚
し
て
陸
路
説
に
即
し
た
話
を
求
め
て
ゆ
く
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
の

で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
一
段
階
を
経
て
か
ら
後
に
、
は
じ
め
て
虎
害

の
発
想
が
ス
ム
ー
ズ
に
結
合
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
閑
居
友
』
の
真
如
親
王

伝
の
大
柑
子
と
虎
害
の
発
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
状
況
下
に
付
与
さ
れ

て

い

っ

た

の

で
あ
る
。

働
つ
ひ
に
虎
に
ゆ
き
あ
ひ
て
む
な
し
く
い
の
ち
を
は
り
ぬ
と
な
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
巻
第
一
話
）

　
本
書
の
虎
害
説
話
が
、
『
撰
集
抄
』
や
『
和
漢
春
秋
暦
』
所
収
の
真
如
親
王

伝
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
杉
本
直
治
郎
氏
の
『
真
如
親
王
伝
研
究
』

に
詳
し
い
。
そ
こ
で
、
慶
政
は
こ
の
虎
害
説
話
を
ど
こ
で
入
手
し
た
の
か
が

二
三
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重
要

な
課
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
は
大
別
し
て
二
つ
の
視
点
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ

は
、
彼
が
渡
宋
し
た
際
に
、
か
の
地
で
ヒ
ン
ト
に
な
る
話
を
聞
い
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

或
は

思
い
つ
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
共
に
渡
唐
し
た
宗
叡

が
、
帰
国
後
親
王
の
最
期
を
脚
色
し
て
、
東
寺
周
辺
に
伝
え
た
情
報
が
語
り

継
が
れ
て
来
た
も
の
を
、
慶
政
が
入
手
し
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
さ
て
、

後
者
の
場
合
の
可
能
性
に
連
な
る
一
資
料
と
し
て
、
『
野
沢
血
脈
集
』
巻
一
真

如
に
「
愛
二
同
四
年
宗
叡
ト
共
二
入
唐
。
遇
二
青
龍
寺
ノ
法
全
阿
閣
梨
一
。
受
二
両
部
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

灌
頂
↓
改
テ
号
二
遍
明
↓
。
捜
レ
奥
ヲ
心
未
け
尽
キ
。
又
欲
γ
渡
ン
ト
流
沙
↓
到
二
・
。
維
越
国
一

遷
化
文
或
記
二
師
子
二
被
レ
噸
云
々
」
と
あ
る
を
挙
げ
た
い
。
『
野
沢
血
脈
集
』

の

著
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
真
言
宗
全
書
』
〔
解
題
〕
に
よ
れ
ば
、
徳
川
末

期
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
頃
の
成
立
で
あ
る
。
し
か
し
、
引
用
文
献
に
は

相
当
古
い
も
の
が
あ
る
。
右
の
「
文
或
記
二
師
子
二
被
レ
轍
。
云
々
」
の
記
述
の

も
と
に
な
っ
た
「
或
記
」
は
、
『
撰
集
抄
』
な
ど
の
真
如
親
王
伝
の
流
れ
を

汲
む
も
の
と
解
し
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
親
王
が
噸
わ
れ
た
の
は
虎

で
な
く
獅
子
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。
『
閑
居
友
』
の
親
王

伝
で
は
、
親
王
が
虎
害
に
あ
っ
た
場
所
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
『
撰

集
抄
』
の
そ
れ
で
は
、
師
子
州
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
の

出
所
は
、
『
閑
居
友
』
が
親
王
虎
害
の
こ
と
を
述
べ
た
後
に
「
大
唐
の
義
朗
律

師
の
天
竺
に
ゆ
く
と
て
身
を
滅
ぼ
し
た
る
」
事
を
い
う
個
所
に
、
「
師
子
州
に
も

す
で
に
み
え
ず
。
中
印
度
に
も
ま
た
き
こ
え
ず
。
」
と
記
述
し
て
い
る
筋
に

ひ

か

さ
れ
て
、
親
王
遷
化
の
地
に
師
子
州
を
持
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
勿
論
そ
の
際
人
を
襲
う
猛
獣
と
し
て
、
虎
と
獅
子
と
の
概
念
の
類
似

性
も
関
与
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
、
親
王
が
羅

越

国
に
て
遷
化
し
た
と
い
う
宮
廷
正
史
な
ど
の
所
伝
の
他
に
引
用
し
た
「
或

記
」
は
、
師
子
州
に
て
莞
去
と
す
る
『
撰
集
抄
』
系
の
説
話
の
流
れ
を
汲
む

も
の
で
、
地
名
に
影
響
さ
れ
て
虎
が
い
つ
の
ま
に
か
獅
子
と
な
っ
て
し
ま
っ

た

伝
承
を
記
載
し
た
も
の
と
い
え
る
わ
け
で
、
『
閑
居
友
』
よ
り
後
世
的
な
も

の

と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
次
に
観
点
を
か
え
て
、
宗
叡
が
帰
国
後
親
王
虎

害
説
話
を
密
か
に
東
密
の
系
譜
に
伝
え
た
こ
と
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
も

し
流
伝
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
慶
政
は
そ
れ
を
入
手
す
る
経
路
を
有
し
て
い

た

と
思
う
。
即
ち
、
広
沢
流
第
二
十
三
（
御
室
第
七
代
）
道
深
親
王
は
後
高

倉
院
第
三
皇
子
で
あ
り
、
慶
政
が
渡
宋
し
た
年
、
建
保
四
年
十
二
月
十
六
日

に

十
一
歳
で
仁
和
寺
北
院
に
て
道
助
親
王
に
よ
っ
て
受
戒
し
出
家
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
帰
国
後
持
明
院
に
出
入
し
、
後
高
倉
院
と
親
交
の
あ
っ
た

証
月
房
慶
政
が
、
道
深
親
王
か
ら
虎
害
の
話
を
聞
く
可
能
性
は
あ
っ
た
と
思

う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
宗
叡
が
親
王
虎
害
謂
を
語
り
伝
え
た
な
ら
ぽ
と
い
う

条
件
づ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
が
そ
う
し
た
話
を
語
る
必
然
性
が
あ
っ

た

か

ど
う
か
を
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
頭
陀
親
王
入
唐
略
記
』

に

よ
れ
ば
、
親
王
が
広
州
か
ら
船
便
に
よ
っ
て
天
竺
に
向
け
て
出
航
し
た
の

は
、
貞
観
七
年
正
月
廿
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
途
中
、
羅
越
国
に
下
船
し
、

逆
旅
に
身
を
寄
せ
た
の
は
、
杉
本
氏
の
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
親
王
が
急
病
に

な
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
。
当
時
、
広
州
か
ら
羅
越
国
ま
で
は
、
約
二
十
日

程

を
要
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
親
王
は
恐
ら
く
同
二
月
中
旬
頃
に
は
示
寂

し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
宗
叡
た
ち
は
、
同
年
六
月
に
李
延
孝
の
仕

立
て

た
船
で
福
州
を
発
ち
、
五
日
四
夜
を
要
し
て
値
嘉
島
に
到
着
し
て
い
る
。

大
切
な
こ
と
は
、
親
王
が
天
竺
に
向
か
っ
た
時
に
、
安
展
．
円
覚
の
二
僧
と

仕
丁
秋
丸
を
従
者
と
し
て
つ
れ
て
行
っ
た
が
、
彼
ら
の
行
方
は
親
王
遷
化
後

も
杳
と
し
て
知
れ
な
い
点
だ
。
進
発
に
際
し
て
、
親
王
は
ま
た
唐
人
任
仲
元

に
託

し
て
侍
者
興
房
に
次
の
よ
う
な
御
教
書
を
発
し
て
い
る
。
即
ち
「
広
州

で
今
お
前
を
待
っ
て
い
る
が
、
船
便
の
時
期
も
あ
る
か
ら
遠
か
ら
ず
船
出
す

る
。
い
つ
ま
で
も
当
地
に
留
ま
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
ゆ
え
、
お
前
は
福
州
か

ら
李
延
孝
の
仕
立
て
る
船
に
乗
っ
て
、
早
く
日
本
に
帰
れ
。
」
と
い
う
内
容

で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
六
月
に
至
り
宗
叡
と
興
房
ら
は
、
日
本
に
向
か
っ
た

の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
見
す
る
に
、
二
月
中
頃
に
遷
化
し
た
親
王
の

こ
と
を
、
虎
害
に
よ
る
と
伝
え
る
こ
と
は
、
六
月
ま
で
在
唐
し
た
の
だ
か
ら

不
自
然
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
親
王
が
伴
な
っ
た
従
者
た
ち

と
は
連
絡
が
と
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
ゆ
え
に
六
月
ま
で
そ
の
安
否
が
判
明
せ

ず
、
気
遺
わ
れ
る
ま
ま
に
故
国
へ
の
船
上
の
人
と
な
っ
た
状
況
を
考
え
れ
ぽ
、
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宗
叡
一
行
は
、
帰
国
後
に
虎
害
の
こ
と
な
ど
口
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ

た

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
実
に
は
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
ま
で
そ
の

生
死
が

わ
か

ら
ず
、
十
月
十
三
日
に
至
り
は
じ
め
て
羅
越
国
の
逆
旅
に
て
他

界
さ
れ
た
こ
と
を
在
唐
僧
中
瑳
の
申
状
に
よ
っ
て
公
に
し
た
事
情
を
考
え
れ

ば
、
そ
の
間
に
、
た
と
い
非
公
式
に
で
は
あ
っ
て
も
、
共
に
渡
唐
し
た
宗
叡

と
し
て
は
、
そ
の
死
を
口
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
し
て
、
彼
は
そ
の
翌
々
年
の
元
慶
十
九
年
三
月
廿
六
日
に
入
寂
し
て
い
る

が
、
そ
の
間
に
も
、
親
王
が
海
路
を
と
っ
て
羅
越
国
に
上
陸
し
て
逆
旅
で
亡
く

な
っ
た
と
す
る
政
府
の
公
式
見
解
が
あ
る
以
上
、
そ
う
軽
々
に
陸
路
説
に
則

し
た
虎
害
謂
を
伝
え
た
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
諸
要
件

を
総
合
し
て
判
断
す
る
と
、
虎
害
の
発
想
は
、
慶
政
が
東
密
の
法
流
か
ら
入

手
し
た
と
い
う
よ
り
か
、
や
は
り
唐
土
の
地
に
渡
り
、
そ
こ
で
“
祇
園
精
舎

は

虎
の
ふ
し
ど
”
と
い
う
既
成
概
念
と
か
、
薩
睡
王
子
の
捨
身
飼
虎
謂
な
ど

の

影
響
の
も
と
に
、
虎
害
の
発
想
を
拡
大
し
て
、
真
如
親
王
伝
に
結
び
つ
け

て

い

っ

た

の

で
は

な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
渡
宋
前
に
、
真
如
親
王
伝
に
ま

つ
わ

る
虎
害
の
異
伝
を
、
彼
が
東
密
の
法
流
か
ら
入
手
し
た
可
能
性
が
全
く

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
『
万
代
和
歌
集
』
巻
十
五
雑
の

　
　
思
ひ

き
や
虎
ふ
す
の
べ
と
聞
き
お
き
し

　
　
唐
国
寒
き
旅
ね
せ
ん
と
は

と
い
う
歌
は
、
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
ふ
し
も
あ
る
。
だ
が
、
『
野
沢
血
脈
集
』

巻
一
所
収
の
「
或
記
」
の
内
容
は
『
閑
居
友
』
よ
り
も
後
世
的
産
物
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
る
現
状
で
は
、
ま
だ
そ
の
可
能
性
を
前
面
に
強
く
押
し
出
す
わ

け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
渡
宋
を
目
前
に
し
て
、
か
の
地
は
恐
ろ
し
い
虎
の
棲
息
す

る
所
だ
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
慶
政
は
、
実
地
に
異
郷
の
地
に
踏
み
込
ん
で
み

る
と
、
か
ね
て
醍
醐
寺
三
宝
院
周
辺
に
て
見
聞
し
て
い
た
陸
路
か
ら
天
竺
へ

の

コ

ー
ス
を
念
頭
に
置
い
た
大
柑
子
説
話
を
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
せ
る
べ

く
、
彼
の
内
面
で
虎
と
真
如
親
王
と
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
結
び
つ
い
て

い

っ

た

の

で
は

な
か
ろ
う
か
。
『
閑
居
友
』
冒
頭
に
配
列
さ
れ
た
こ
の
親
王
虎

害
譜
は
、
作
者
が
法
友
明
恵
や
大
叔
父
慈
円
さ
え
も
が
果
た
し
得
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6

輝
か
し
い
渡
宋
体
験
を
記
念
し
、
『
発
心
集
』
や
『
三
外
往
生
記
』
の
編
者
の

話
材
観
と
は
対
蹟
的
な
立
場
を
強
調
し
た
、
最
も
特
徴
的
な
説
話
で
あ
っ
た

　
　
　
　
注
7

と
い
え
よ
う
。

⑤
世
の

人
の

さ
や
う
に
は
お
も
は
で
、
（
上
巻
第
一
話
）

　
世
の

人
と
は
、
具
体
的
に
は
九
条
家
の
慶
政
周
辺
の
貴
紳
を
指
す
。
例
え

ぽ
、
慈
円
な
ど
が
、
鴨
長
明
に
対
し
て
深
い
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
、

　
①
世
の

中
は
河
瀬
に
見
ゆ
る
う
た
か
た
の

　
　
消
み
き
え
ず
み
過
る
は
か
な
さ

　
②
あ
と
も
な
く
漕
ゆ
く
舟
の
み
ゆ
る
か
な

　
　
す
ぎ
ぬ
る
事
は
こ
れ
に
た
と
へ
ん

　
③
朝
顔
を
は
か
な
き
も
の
と
い
ひ
を
き
て

　
　

そ
れ
に
先
だ
つ
人
や
何
な
る

の

『拾
玉
集
』
所
収
歌
か
ら
も
ほ
の
窺
わ
れ
る
。
①
は
『
方
丈
記
』
冒
頭
の

「

ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。
よ
ど
み

に

浮
ぶ
う
た
か
た
は
、
か
つ
消
え
、
か
つ
結
び
て
久
し
く
と
ど
ま
り
た
る
例

な
し
。
」
を
、
②
は
同
「
若
し
あ
と
の
白
波
に
こ
の
身
を
寄
す
る
朝
に
は
、
岡

の

屋

に
ゆ

き
か
ふ
船
を
な
が
め
て
、
満
沙
弥
が
風
情
を
盗
み
、
…
…
」
を
③

は

同
「
そ
の
主
と
栖
と
、
無
常
を
争
ふ
さ
ま
、
い
は
ば
朝
顔
の
露
に
異
な
ら

ず
。
或
は
露
落
ち
て
花
残
れ
り
。
残
る
と
い
へ
ど
も
、
朝
日
に
枯
れ
ぬ
。
或

は

花
し
ぼ
み
て
、
露
な
ほ
消
え
ず
。
消
え
ず
と
い
へ
ど
も
、
夕
を
待
つ
事
な

し
。
」
を
念
頭
に
置
い
た
詠
歌
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
く
に
、
③
で
は
、
慈
円

が
長

明
の
死
に
対
し
て
無
常
の
念
と
哀
惜
の
気
持
を
深
く
抱
い
て
い
る
よ
う

だ
。
た
だ
し
、
彼
の
編
纂
し
た
『
発
心
集
』
に
対
し
て
は
、
九
条
家
の
人
々

は
好
感
を
示
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
発

心
集
』
が
、
源
顕
兼
撰
『
古
事
談
』
の
僧
行
の
部
に
負
う
所
大
き
く
、
玄
賓

伝
を
直
接
書
承
し
て
冒
頭
部
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
だ
。
『
古
事
談
』
と
『
発

心
集
』
と
の
成
立
上
の
先
後
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
種
々
論
議
さ
れ
て
来
た
が
、

益

田
勝
実
氏
も
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
巻
三
「
伊
予
入
道
往
生
事
」
の

二
五
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説
話
に
示
さ
れ
た
受
容
法
な
ど
か
ら
、
『
古
事
談
』
が
先
行
す
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
詩
。
さ
す
れ
ば
、
『
発
心
集
』
が
『
古
事
談
』
所
収
説
話
を
直
接
書
承

し
て
冒
頭
部
に
持
っ
て
来
た
こ
と
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
『
古

事
談
』
を
編
纂
し
た
源
顕
兼
な
る
人
物
は
、
村
上
源
氏
の
一
員
で
、
か
の
源

通
親
と
親
密
な
る
関
係
に
あ
っ
た
。
通
親
は
、
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
十

月
廿
日
に
急
逝
す
る
ま
で
、
高
階
栄
子
な
ど
と
結
托
し
て
、
九
条
家
を
向
う

に

ま
わ
し
て
権
勢
を
揮
る
っ
た
。
彼
は
、
巧
み
に
養
女
在
子
を
後
鳥
羽
院
の

後
宮
に
入
れ
て
為
仁
親
王
を
儲
け
、
建
久
九
年
に
は
土
御
門
天
皇
と
し
て
擁

立

し
、
源
博
陸
と
呼
ば
れ
て
権
力
を
掌
握
し
た
。
彼
ら
は
、
大
姫
の
入
内
を

利
用
し
て
鎌
倉
の
頼
朝
を
も
籠
絡
し
て
近
づ
き
、
建
久
六
年
東
大
寺
開
眼
供

養
の
上
洛
を
契
機
に
結
び
つ
き
、
つ
い
に
建
久
七
年
の
政
変
を
惹
起
せ
し
め

た
。
時
に
慶
政
は
八
歳
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
幼
い
瞳
に
映
じ
た
九
条
家
の
凋

落
は
悲
惨
で
あ
っ
た
。
祖
父
兼
実
は
関
白
を
停
止
、
大
叔
父
慈
円
は
天
台
座

主
か

ら
追
放
さ
れ
、
叔
母
任
子
も
宮
中
か
ら
下
っ
た
。
そ
の
沈
論
は
、
通
親

の
死

に

よ
り
終
止
符
を
う
ち
、
父
良
経
が
摂
政
の
座
に
つ
き
一
時
的
に
愁
眉

を
開
く
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
も
長
つ
づ
き
せ
ず
四
年
後
の
建
永
元

年
三
月
良
経
変
死
と
い
う
思
い
が
け
ぬ
運
命
が
慶
政
や
道
家
を
襲
っ
た
。
慶

政

は
、
不
具
の
た
め
仏
門
入
り
を
志
し
て
い
た
し
弟
道
家
未
だ
年
若
く
近
衛

家
の
家
実
に
摂
政
職
は
移
っ
た
。
彼
ら
を
助
け
、
九
条
家
を
背
負
っ
た
の
は
、

慈
円
や
良
輔
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
慶
政
が
真
如
親
王
伝
を
書
い
た
承

久
二
年
頃
は
、
彼
の
視
線
は
草
庵
か
ら
政
界
に
注
が
れ
て
い
た
と
思
う
。
こ

う
し
た
時
に
、
か
つ
て
兼
実
を
失
脚
さ
せ
九
条
家
を
逼
塞
せ
し
め
た
通
親
と

近
親
関
係
に
あ
っ
た
顕
兼
の
編
纂
し
た
『
古
事
談
』
を
尊
重
し
た
『
発
心
集
』

が
世
に

出
た
。
そ
こ
に
は
、
『
古
事
談
』
か
ら
引
用
し
た
玄
賓
伝
が
巻
頭
部
を

飾
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
た
九
条
家
の
貴
紳
た
ち
は
、
到
底
無
関
心
で
あ
り

　
　
　
　
　
　

得
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
は
、
長
明
の
人
々
に
仏
縁
を
結
ば
せ
る
意
図
な
ど
理

解
す
る
心
の
ゆ
と
り
な
ど
な
く
、
話
材
の
重
複
性
を
批
判
す
る
態
度
に
出
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0

他
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

⑥
こ
の
人
の
こ
と
往
生
伝
に
侍
め
れ
ど
、
こ
の
こ
と
は
侍
ざ
め
れ
ば
、
し
る

　
し
侍
な
る
ぺ
し
。
　
（
上
巻
第
二
話
）

　

こ
こ
に
い
う
往
生
伝
と
は
、
『
三
外
往
生
記
』
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
慶
政
は
、
後
高
倉
院
か
ら
御
本
を
賜
り
、
『
三
外
往
生
記
』
を
承
久
二
年

秋
に
西
山
の
草
庵
で
書
写
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
頃
建
保
四
年
秋
の
渡

宋
以
来
四
年
間
も
放
置
し
て
お
い
た
『
閑
居
友
』
書
き
継
に
着
手
し
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
既
に
渡
宋
を
目
前
に
し
て
、
『
発
心
集
』
の
編
者
の
説
話
書

承
態
度
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
彼
は
、
強
い
個
性
を
発
散
さ
せ
た
説
話
集
を

編
む
た
め
に
、
帰
国
後
そ
の
基
礎
的
展
望
の
作
業
と
し
て
、
各
種
往
生
伝
を

書
写
し
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
慶
江
善
三
家
の
手
に
な
る
往
生
伝
以
外
の

往
生
人
を
収
録
し
た
旨
を
掲
げ
た
蓮
禅
撰
『
三
外
往
生
記
』
を
手
が
け
た
時
、

意
外
に
も
尋
寂
法
師
・
講
仙
沙
門
・
平
願
持
経
者
・
永
観
律
師
．
南
京
無
名

女
の

五
人
は
、
為
康
撰
『
拾
遺
往
生
伝
』
と
全
く
同
内
容
の
記
事
で
あ
る
こ

と
を
強
く
指
摘
し
て
い
る
。
『
発
心
集
』
を
媒
介
と
し
て
芽
生
え
た
著
述
論
は
、

『
三
外
往
生
記
』
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
慶
政
の
心
の
中
で
益
々
拡
大
化

し
て
い
っ
た
に
相
違
な
い
。
か
つ
て
、
建
保
四
年
秋
に
、
『
発
心
集
』
に
対
す

る
批
判
意
識
を
、
同
一
人
物
を
と
り
あ
げ
、
新
資
料
に
基
づ
く
玄
賓
僧
都
伝

を
構
成
す
る
こ
と
で
披
露
し
た
よ
う
に
、
今
度
も
伝
中
の
如
幻
を
対
象
と
し

て

選
定
し
、
博
捜
の
末
に
入
手
し
得
た
素
材
を
駆
使
し
て
、
独
創
的
な
如
幻

説
話
を
書
き
あ
げ
て
、
『
三
外
往
生
記
』
の
編
纂
の
方
針
を
批
判
す
る
態
度
を

　
　
　
　
　
　
え
ロ

う
ち
出
し
て
い
る
。

⑦
か

の

は
り
ま
の
た
か
を
だ
に
・
、
ゑ
に
か
け
る
御
す
が
た
の
お
は
す
る
は
、

　

き
の
し
た
に
、
い
し
を
し
き
も
の
に
て
、
ひ
が
さ
と
経
ぷ
く
ろ
と
ば
か
り

　
を
、
き
た
ま
ひ
た
る
す
が
た
と
そ
き
き
侍
し
。
　
（
上
巻
第
二
話
）

　
性
海
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
如
幻
像
を
、
慶
政
は
直
接
に

見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
伝
聞
の
入
手
経
路
に
つ
い
て
は
、
次
の
二

つ
が

考
慮
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
良
覚
の
も
と
で
、
如
幻
と
と
も
に
華
厳
宗
を

学
ん

で
い
た

岡
の
法
橋
景
雅
に
師
事
し
て
い
た
明
恵
上
人
か
ら
彼
は
聞
い
た
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の

で
は

な
い
か
と
い
う
推
定
で
あ
る
。
即
ち
、
東
大
寺
の
尊
勝
院
を
中
心
と

し
た
華
厳
宗
研
究
僧
団
を
通
じ
て
如
幻
の
事
蹟
が
口
伝
さ
れ
た
こ
と
は
、
充

分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
慶
政
が
師
能
舜
か
ら
聞
い
た
と

す
る
臆
測
で
あ
る
。
能
舜
が
彼
の
師
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
三
井
続
燈
記
』
巻

一
に
「
師
二
事
能
舜
↓
学
二
経
論
↓
晩
居
二
西
山
法
花
山
寺
↓
頻
修
二
密
供
“
」
と
記

さ
れ
て
い
る
の
で
確
実
と
い
え
る
。
『
血
脈
類
集
記
』
巻
八
に
よ
れ
ぽ
、
能
舜
阿

闇
梨
は
法
印
権
大
僧
都
良
遍
の
手
で
、
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
に
理
智
院

に
て

灌
頂
を
受
け
て
い
る
。
理
智
院
と
は
、
真
言
宗
仁
和
寺
の
末
寺
に
て
、

大
阪
府
旧
泉
南
郡
多
奈
川
村
谷
川
に
あ
る
。
時
に
彼
は
三
十
九
歳
で
、
播
磨

国
に
関
係
し
て
い
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
彼
は
寛
喜
元
年
十
一
月
二
日
に
も
、

良
遍
か
ら
灌
頂
を
受
け
た
範
遍
律
師
の
色
衆
と
し
て
、
神
供
の
役
目
を
果
た

し
て
い
る
。
慶
政
は
、
一
歳
年
上
の
能
舜
に
師
事
し
密
教
の
修
行
に
努
め
て

い

た
。
と
く
に
、
播
磨
国
関
係
の
伝
承
は
、
こ
の
経
路
か
ら
流
入
し
て
来
た

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

⑧

さ
ま
ぐ
の
も
ち
も
の
か
へ
し
そ
三
て
（
上
巻
第
三
話
）

　

こ
の
「
か
へ
し
そ
な
へ
て
」
の
「
そ
」
は
、
諸
本
と
も
「
そ
」
と
も
「
ろ
」

と
も
読
み
得
る
字
体
で
あ
り
、
中
で
も
宮
内
庁
書
陵
部
本
・
島
原
公
民
館
松

平
文
庫
本
・
神
宮
文
庫
本
は
「
ろ
」
に
近
く
、
板
本
は
「
そ
」
に
近
い
。
し

た
が

っ

て
、
こ
の
部
分
は
現
存
諸
本
の
対
校
に
て
問
題
は
解
決
し
が
た
い
。

こ
の
個
所
の
校
訂
の
た
め
に
は
、
前
後
の
文
意
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、

妥
当
な
見
解
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
善
珠
は
、
宝
亀
十
一
年
（
七

八

〇
）
に
秋
篠
寺
を
建
立
し
て
興
福
寺
か
ら
移
住
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
興

福
寺
に
い
た
際
そ
の
居
房
（
馬
道
北
口
よ
り
第
一
坊
大
房
）
の
壁
に
、
唾
を

吐
き
か
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
れ
ば
、
移
住
の

時
興
福
寺
の
自
房
か
ら
運
び
出
し
た
仏
具
類
を
、
も
う
一
度
秋
篠
寺
か
ら
か

つ
て

の

部
屋
に
戻
し
て
仏
前
を
飾
り
た
て
、
名
香
を
煎
じ
た
湯
で
壁
を
洗
っ

た

と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
「
様
々
の
持
物
、
返
し
供
へ
て
」
の
文
体
と
し
て

解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
東
国
高
僧
伝
』
所
収
玄
賓
伝

で

は
、
こ
の
個
所
が
「
尋
醤
二
衣
蓋
一
買
二
名
香
ご
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

衣
裳
や
食
器
類
を
売
っ
て
名
香
を
買
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
照
応

さ
せ
て
考
え
れ
ば
、
『
閑
居
友
』
の
こ
の
部
分
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
。

一
案
と
し
て
「
さ
ま
人
＼
の
も
ち
も
の
、
か
べ
し
ろ
な
べ
て
」
と
考
え
ら
れ

な
い
か
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
持
物
や
壁
代
を
並
べ
て
売
り
払
い
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

で
名
香
を
買
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
「
な
べ
て
」
は
「
並
ぶ
」
に
接
続
助
詞
「
て
」

の

つ
い
た

も
の
と
解
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
場
合
、
並
べ
て
の
下
に
「
売

り
」
の
意
味
を
補
な
う
こ
と
に
若
干
の
無
理
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
様
々
の
特

物
や
壁
代
な
ど
を
し
か
る
べ
き
位
置
に
並
べ
て
」
の
意
味
に
も
考
え
ら
れ
る

こ
と
に
気
づ
く
。
持
物
は
仏
前
を
荘
厳
に
飾
り
用
い
、
壁
代
は
汚
壁
を
洗
う

の

を
人
目
か
ら
隠
蔽
す
る
た
め
に
掛
け
た
と
思
わ
れ
る
。
壁
代
は
も
と
宮
殿

な
ど
で
用
い
ら
れ
た
が
、
寺
院
に
も
普
及
、
流
派
に
よ
っ
て
帖
数
・
紋
様
・

紐
・
釣
り
方
を
異
に
し
、
小
野
流
は
カ
ベ
シ
ロ
、
広
沢
方
は
ヘ
キ
タ
イ
と
称

す

る
。
ま
た
、
次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
さ
ま
ぐ
の
も
ち
も
の
か
へ
、
し

ろ
な
べ
て
、
い
み
じ
き
名
香
ど
も
か
ひ
て
」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

い

ろ
い
ろ
な
持
物
を
代
金
に
替
え
、
そ
の
お
金
全
部
で
素
晴
ら
し
い
名
香
を

買
っ
て
の
意
味
に
と
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
「
か
へ
」
を
金

に
替
え
る
と
解
す
る
に
は
ち
ょ
っ
と
強
引
で
あ
る
し
、
「
し
ろ
な
べ
て
」
を
そ

の

代
金
全
部
で
と
通
解
す
る
の
も
、
若
干
文
体
上
問
題
が
あ
る
。
結
局
は
、

兜
率
天
か
ら
返
さ
れ
た
善
珠
が
、
も
と
の
興
福
寺
の
自
房
に
持
物
す
べ
て
を

戻
し
て
、
か
つ
て
の
部
屋
の
様
子
を
そ
っ
く
り
再
現
さ
せ
、
仏
前
を
厳
飾
し

た

と
解
す
る
の
が
、
最
も
自
然
と
思
う
。
た
だ
単
に
、
汚
壁
を
名
香
を
煎
じ

た

湯
で
清
め
た
だ
け
で
は
駄
目
で
、
罪
を
贈
う
に
は
そ
れ
相
当
の
道
具
立
て

に

よ
る
演
出
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
秋
篠
寺
の
僧
正
と
い

う
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
唾
を
吐
い
た
当
時
の
状
況
を
再
現
し
、
心
も
そ
の

頃
に
立
ち
帰
っ
て
罪
を
仏
前
に
悔
い
る
こ
と
が
必
要
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の

大
袈
裟
な
セ
レ
モ
ニ
ー
が
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。二

七



二
八

263原田・藤島：『閑居友』⇔一岩瀬文庫本翻刻と諸本対校及び全注釈補遺一

⑨
た
．
〉
い
ま
も
は
し
り
い
で
・
、
あ
と
か
た
な
く
ひ
と
り
か
な
し
み
、
ひ
と

　
り
な
げ
き
て
袖
を
お
さ
へ
…
…
。
（
上
巻
第
三
話
）

　
慶
政
が
松
尾
の
奥
に
遁
世
し
た
時
の
様
子
は
、
『
沙
石
集
』
巻
十
「
証
月
房
久

遁
世
事
」
に
「
只
一
人
松
尾
ノ
奥
二
、
人
ニ
モ
不
レ
知
シ
テ
、
七
日
が
時
料
ヲ
用

意
シ
テ
、
カ
リ
ニ
庵
ヲ
結
テ
修
行
セ
ラ
レ
タ
リ
。
七
日
ノ
食
尽
テ
、
芋
ノ
茎

ノ
干
タ
ル
ヲ
水
二
入
テ
、
和
カ
ニ
ナ
シ
テ
ク
ヒ
テ
、
今
日
ノ
命
ヲ
延
ト
思
ハ

レ

ケ
ル
程
二
、
薪
ト
ル
山
人
見
ア
ヒ
テ
、
其
日
ノ
食
ハ
供
養
シ
テ
ケ
リ
。
又

芋
ノ
茎
ヲ
。
ハ
干
シ
テ
置
テ
、
次
日
水
二
入
テ
食
ニ
ア
テ
ガ
ヘ
バ
、
又
山
人
見

付
テ
供
養
シ
ケ
リ
。
其
後
連
々
二
人
見
ア
ヒ
テ
供
養
シ
ケ
レ
バ
、
芋
ノ
茎
用

セ

ズ

シ

テ

ヤ

ミ
ニ
ケ
リ
。
」
と
あ
る
。
こ
の
説
話
は
、
慶
政
が
隠
棲
後
も
九
条

家
な
ど
か
ら
経
済
的
な
庇
護
を
受
け
、
不
自
由
な
く
山
居
生
活
を
送
っ
て
い

た

こ
と
を
、
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
彼
の
草
庵
は
、
弟
道
家
は
勿
論
の

こ
と
、
関
白
岡
屋
入
道
兼
経
・
衣
笠
内
大
臣
家
良
な
ど
の
高
級
官
人
の
使
者

や
、
麓
の
最
福
寺
か
ら
延
朗
の
墓
参
に
訪
れ
る
僧
た
ち
で
、
相
当
な
賑
い
を

見
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
彼
の
心
を
慰
め
た
の
は
、
私
淑
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
隠
者
長
明
の
存
在
で
あ
っ
た
し
、
心
の
支
え
と
な
っ
た
明
恵
上
人
と
の
交

流
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
長
明
は
、
今
や
亡
い
。
動
揺
し
た
慶
政
は
、
覚

え
ず
し
て
、
八
年
前
の
隠
棲
に
踏
み
き
っ
た
頃
の
こ
と
を
回
想
し
た
こ
と
だ

ろ

う
。
あ
の
頃
は
、
父
・
祖
父
・
師
と
相
つ
い
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
悲
し

み

を
胸
に
自
分
は
松
尾
の
こ
の
地
に
登
り
草
堂
を
結
ん
だ
。
し
か
る
に
今
や

毎
日
の
生
活
は
騒
々
し
く
、
思
い
を
澄
ま
し
て
亡
き
肉
親
や
師
を
追
悼
す
る

静
謹
な
閑
居
生
活
と
は
程
遠
い
状
況
だ
と
深
く
内
省
し
、
直
ち
に
再
出
奔
し

た

い

思
い
に
駆
り
た
て
ら
れ
て
い
る
。
長
明
の
死
を
契
機
に
、
慶
政
は
、
再

び

松
尾
隠
棲
の
原
点
に
立
ち
帰
り
、
遁
世
生
活
の
意
味
を
自
己
の
内
に
問
い

か

け
た
の
で
あ
る
。
渡
宋
行
為
は
、
そ
う
し
た
マ
ン
ネ
リ
化
し
た
草
庵
生
活

を
自
覚
し
た
暁
に
、
現
状
打
破
を
意
図
し
て
彼
が
敢
行
し
た
必
然
的
な
方
途

　
　
　
注
1
2

で

あ
っ
た
。
そ
の
際
、
藤
原
家
隆
が
慶
政
に
贈
っ
た
「
慶
政
上
人
も
ろ
こ
し

へ
わ
た

り
け
る
時
つ
か
は
し
け
る
」
の
詞
書
を
持
つ
歌

　
　
厭
ふ
と
は
照
日
の
も
と
に
き
x
し
か
ど

　
　
も
ろ
こ
し
ま
で
は
思
は
ざ
り
し
を

は
、
彼
の
渡
宋
直
前
の
草
庵
生
活
の
状
況
を
暗
喩
し
て
い
る
。

⑩
そ
の
か
み
ま
の
・
入
江
を
み
侍
し
に
（
上
巻
第
三
話
）

　
作
者
慶
政
が
、
真
野
の
入
江
に
足
跡
を
印
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
回
想

表
現
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
真
野
が
、
当
時
遁
世
者
た
ち
の
理
想
と
仰

ぐ
聖
地
で
あ
る
こ
と
は
、
永
井
義
憲
氏
の
論
考
に
詳
し
い
。
鴨
長
明
も
、
当

地
に
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
ら
し
く
、

　
　
　
螢
火
照
橋

　
　
盧
の
葉
に
す
だ
く
螢
の
ほ
の
ぼ
の
と

　
　
た

ど
り
ぞ
わ
た
る
ま
の
s
う
き
は
し

　
　
　
螢

　
　
秋
を
お
も
ふ
真
野
の
む
ら
萩
い
か
な
ら
む

　
　
入

江
の

な
み
に
螢
と
び
か
ふ

な
ど
の
歌
が
あ
る
。
如
上
の
詠
歌
か
ら
し
て
、

鴨
長
明
集

影
供
歌
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
は
若
き
日
に
真
野
の
地
を
・

訪
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
『
方
丈
記
』
の
日
野
外

山
に
お
け
る
草
庵
遠
出
の
個
所
に
「
炭
山
を
越
え
、
笠
取
を
過
ぎ
て
、
或
は

岩
間
に
ま
う
で
、
或
は
石
山
を
拝
む
。
も
し
は
ま
た
、
粟
津
の
原
を
分
け
つ

つ

、
蝉
丸
の
翁
が
跡
を
訪
ひ
…
…
」
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
経
路
を
延
長

し
た
先
は
、
三
井
寺
か
ら
真
野
へ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
方
丈
記
』
に
記
す

蝉
丸
の
跡
を
長
明
が
訪
れ
た
の
は
、
建
暦
初
年
十
月
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た

か
。
『
無
名
抄
』
に
、
関
の
明
神
を
「
今
も
う
ち
過
ぐ
る
た
よ
り
に
見
れ
ば
…
…

面
影
に
浮
び
て
、
い
み
じ
く
こ
そ
侍
れ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
逢
坂
の
関

の

清
水
の
旧
蹟
を
尋
ね
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
際
、
誰

も
が
そ
の
旧
蹟
の
正
確
な
位
置
を
知
ら
ず
、
僅
か
に
三
井
寺
の
円
宝
房
阿
闇

梨
だ
け
が
そ
れ
を
覚
え
て
い
る
と
伝
え
聞
い
た
彼
は
、
か
の
僧
を
知
っ
て
い

る
人
か
ら
紹
介
状
を
貰
っ
て
尋
ね
て
ゆ
き
、
実
地
踏
査
を
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
時
は
建
暦
元
年
十
月
二
十
日
余
り
の
頃
で
、
位
置
は
関
寺
か
ら
西
へ

二
三
町
ぽ

か

り
の
所
で
あ
っ
た
と
報
じ
て
い
る
。
臆
測
で
は
あ
る
が
、
こ
の
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紹
介
状
を
書
い
た
の
は
慶
政
で
は
な
か
っ
た
か
。
九
条
家
の
貴
紳
で
あ
っ
た

彼
の
弟
良
尊
・
道
慶
は
、
後
年
三
井
長
史
を
歴
任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理

解
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
家
と
三
井
寺
と
の
関
係
は
と
く
に
深
い
も
の
が
あ
っ

た
。
も
し
、
こ
の
推
測
が
当
た
っ
て
い
る
と
す
れ
ぽ
、
慶
政
は
西
山
隠
棲
三

年
目
の
二
十
三
歳
の
時
に
、
円
宝
房
宛
の
書
状
を
し
た
た
め
た
こ
と
に
な
る
。

長
明
は
、
関
の
清
水
か
ら
更
に
足
を
の
ば
し
、
真
野
の
景
色
を
再
び
視
野
に
収

め
、
師
俊
恵
が
生
前
に
語
っ
た
俊
頼
の
「
鶉
な
く
ま
の
s
入
江
の
：
：
：
」
の

歌

を
心
に
反
鵠
し
て
み
た
り
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
日
、
長
明
は
慶

政

と
逢
っ
た
時
に
、
関
の
清
水
旧
跡
調
査
の
た
め
に
紹
介
の
労
を
と
っ
た
礼

を
述
べ
る
と
と
も
に
、
真
野
の
地
の
こ
と
も
話
題
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
は
充
分

あ
り
得
よ
う
。
彼
が
、
名
所
旧
蹟
に
強
い
興
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
無

名
抄
』
を
一
読
す
れ
ぽ
明
ら
か
で
あ
る
。
後
年
『
方
丈
記
』
を
通
読
し
た
慶

政

は
、
そ
の
中
に
真
野
の
入
江
が
記
さ
れ
て
い
な
い
点
に
気
づ
い
た
。
長
明

の

死
の

直
後
に
執
筆
し
た
こ
の
起
稿
説
話
の
評
論
部
分
は
、
『
方
丈
記
』
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3

成

と
対
応
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
が
、
草
庵
の
風
趣
を
語
る
こ
の
部
分
に
、

真
野
の
聖
地
を
持
っ
て
来
た
こ
と
は
、
隠
者
註
礼
て
の
長
明
の
生
き
方
に
強

く
共
感
し
て
い
る
あ
ら
わ
れ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

⑪
む
か
し
お
ぼ
し
き
お
ば
な
が
す
ゑ
に
（
上
巻
第
三
話
）

　

こ
の
部
分
は
、
従
来
源
俊
頼
の
「
鶉
な
く
真
野
の
入
江
の
浜
風
に
尾
花
波

よ
る
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
（
『
金
葉
和
歌
集
』
第
三
・
秋
）
の
歌
に
依
拠
す
る
表

現
で

あ
る
と
さ
れ
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
良
経
の
真
野
に
関
す
る
歌
を
調
査

し
て
み
る
と
、
慶
政
は
そ
こ
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
判

明
す
る
。

　
　
　
草
　
花

　
　

ま
の
L
浦
の
入
江
は
霧
の
中
に
し
て

　
　

尾
花
が
末
に
残
る
白
波

　
　
　
秋
十
五
首

　
　

ま
の
X
浦
波
間
の
月
を
氷
に
て

　
　

を
ば
な
が
末
に
の
こ
る
秋
風

右
の
二
首
は
、
『
秋
篠
月
清
集
』
所
収
歌
で
あ
る
。
「
を
ぽ
な
が
す
ゑ
」
の
表

現

は
、
こ
の
歌
の
影
響
下
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

部

分
を
「
昔
わ
が
父
良
経
が
詠
じ
た
歌
句
を
想
わ
せ
る
尾
花
の
穂
に
」
と
解

し
て
み
た
い
が
ど
う
で
あ
ろ
う
礁
・
ま
た
、
比
良
山
に
関
す
る
良
経
の
歌
も

『千
載
和
歌
集
』
（
第
二
・
春
歌
下
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
花
の
歌
と
て
よ
み
侍
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
左
近
中
将
良
経

　
　
桜

さ
く
比
良
の
山
風
吹
く
ま
ま
に

　
　
花
に
な
り
ゆ
く
志
賀
の
浦
な
み

⑫
さ
る
べ
き
契
に
て
、
（
上
巻
第
三
話
）

　

し
か
る
べ
き
前
世
か
ら
の
因
縁
で
。
具
体
的
に
は
、
師
延
朗
上
人
の
墓
所

を
守
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
上
人
は
、
承
元
二
年
正
月
に
示
寂
し
て
い
る

が
、
そ
の
前
年
の
暮
れ
に
最
福
寺
（
谷
ノ
堂
）
に
て
「
我
当
下
与
二
世
尊
一
同
上
γ
歳
。

今
年
七
十
八
来
年
其
帰
レ
寂
乎
。
我
滅
後
山
西
高
峯
光
明
出
。
其
所
我
墓
也
。

汝
等
知
レ
之
。
」
と
遺
言
し
、
年
も
改
ま
っ
た
正
月
十
二
日
に
往
生
し
た
。
そ
の

時
果

た

し
て
「
天
楽
妙
花
瑞
雲
奇
香
。
石
室
内
外
薫
藷
散
響
。
西
峯
果

有
レ
光
口
と
奇
蹟
が
生
じ
、
た
め
に
「
立
二
塔
其
地
一
焉
。
」
（
『
元
亨
釈
書
』
巻
十

二
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
慶
政
が
谷
ノ
堂
を
出
て
草
屋
を

構
え
た
峯
ノ
堂
は
、
霊
光
の
生
じ
た
所
で
あ
り
、
そ
の
地
に
師
の
墓
で
あ
る

石
塔
を
立
て
守
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
墓
所
を
守
る
使
命
感
と
、
再
遁
世

を
渇
望
す
る
気
持
と
の
対
立
相
剋
が
、
建
保
四
年
秋
頃
の
日
常
生
活
の
底
流

に
あ
っ
た
。
こ
の
苦
悩
を
、
慶
政
は
前
世
の
因
縁
で
あ
る
と
わ
が
心
に
言
い

聞
か
せ
、
切
な
い
思
い
を
鎮
静
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

㈹
昔
、
空
也
上
人
山
の
な
か
に
お
は
し
け
る
が
、
つ
ね
に
は
、
「
あ
な
も
の
さ

　

わ
が
し
や
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
あ
ま
た
有
け
る
で
し
た
ち
も
、
つ
・

　

し
み
て
ぞ
侍
け
る
。
（
上
巻
第
四
話
）

　
空
也
上
人
が
あ
る
山
中
の
寺
に
隠
棲
し
て
、
数
多
の
弟
子
達
を
訓
育
し
て

二
九
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い
た

と
い
う
冒
頭
部
は
、
具
体
的
に
何
処
の
山
中
を
指
し
て
い
る
か
は
不
詳

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
『
雍
州
府
志
』
（
巻

四
）
・
『
都
名
所
図
会
』
（
巻
一
）
収
載
の
「
紫
雲
山
極
楽
院
光
勝
寺
」
の
所

伝

を
ば
、
問
題
解
決
に
関
わ
る
大
切
な
伝
承
と
し
て
認
め
、
空
也
の
鞍
馬
山

幽
居
説
を
、
最
も
妥
当
性
を
有
す
る
と
考
え
た
。
そ
の
際
、
そ
の
他
の
伝
承

と
し
て
、
愛
宕
山
山
腹
居
住
説
、
嵐
山
山
麓
居
住
説
、
雲
林
院
居
住
説
を
も
示

　
　
　
　
　

し
て
お
い
た
。
そ
の
後
、
考
察
を
進
め
る
に
連
れ
て
「
鎌
倉
山
月
輪
寺
」
の

伝
承
に

基
づ
く
、
愛
宕
山
山
腹
居
住
説
を
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
判
断
す
る

に
至
っ
た
。

　
①
月
ノ
輪
寺
　
在
二
愛
宕
山
腹
一
号
二
鎌
倉
山
』
光
仁
帝
天
応
元
年
藤
井
慶

　
　
俊
僧
都
之
草
創
也
。
慶
俊
模
二
五
大
山
一
而
建
二
五
岳
寺
ぺ
則
鎌
倉
山
為
二
第

　
　
一
峯
一
也
。
本
尊
千
手
観
音
也
。
土
御
門
院
時
九
条
藤
兼
実
公
寓
一
居
此
山
一

　
　
空
也
上
人
亦
因
二
霊
夢
↓
暫
来
栖
焉
、
今
属
二
愛
宕
山
福
寿
院
』
（
『
雍
州

　
　
府
志
』
巻
五
）

　
②
鎌
倉
山
月
輪
寺
は
愛
宕
の
山
腹
に
あ
り
。
当
寺
の
本
尊
は
十
一
面
観
世

　
　
音
を
安
置
す
。
祖
師
堂
に
は
空
也
上
人
・
親
鶯
聖
人
・
月
輪
殿
下
の
像

　
　
あ
り
。
開
基
は
慶
俊
法
師
、
中
興
は
九
条
関
白
太
政
大
臣
兼
実
公
な
り
。

　
　
（
以
下
略
）
（
『
都
名
所
図
会
』
巻
四
）

③
愛
宕
聖
者
空
也
上
人
事
欺
、
彼
山
縁
起
日
、
空
也
上
人
於
二
清
水
寺
一
発
二

　

誓
願
一
日
、
念
仏
行
何
所
に
し
て
か
慈
尊
の
出
世
に
至
ま
で
、
相
続
の
霊

　

地
た

る
べ
き
と
祈
念
せ
ら
れ
け
る
に
、
観
音
告
給
は
く
、
愛
宕
山
月
輪
寺

　
　
は
是
補
陀
落
山
同
浄
土
也
、
魔
界
断
レ
跡
聖
衆
影
向
之
所
也
、
於
二
彼
所
一

　

此
行
を
可
レ
始
之
由
有
二
夢
想
一
仰
彼
山
に
し
て
多
年
練
行
其
後
於
二
洛

　

中
一
、
念
仏
行
を
弘
通
し
て
諸
人
を
度
せ
ら
る
と
云
々
。
（
『
河
海
抄
』

　

巻
十
九
所
引
「
取
意
略
抄
」
・
国
文
註
釈
全
書
）

④
能
楽
「
愛
宕
空
也
」
念
仏
の
行
者
空
也
が
、
愛
宕
山
に
登
り
地
蔵
権
現

　
　
に
詣
で
、
仏
前
で
延
喜
帝
よ
り
下
賜
さ
れ
た
法
華
八
軸
を
読
請
中
、
龍

　

神
が
老
翁
の
姿
で
現
わ
れ
て
法
華
経
を
聴
聞
す
る
。
老
翁
は
空
也
の
感

　

得
し
た
仏
舎
利
を
乞
い
受
け
、
そ
の
返
礼
に
山
下
に
清
水
を
湧
か
せ
る
。

　
以
上
、
①
②
③
④
の
内
容
を
整
理
す
る
と
、

　
一
、
清
水
観
音
の
夢
告
と
加
護
に
よ
っ
て
、
空
也
は
愛
宕
山
で
念
仏
行
の

　
　
練
行
に
励
む
。
の
ち
、
市
井
で
民
衆
に
念
仏
を
弘
布
。

　
二
、
空
也
は
延
喜
帝
よ
り
下
賜
の
法
華
八
軸
を
読
諦
。

　
三
、
龍
神
の
霊
験
と
清
泉
の
湧
出
。

　
四
、
愛
宕
山
腹
に
は
、
『
閑
居
友
』
の
作
者
慶
政
の
祖
父
九
条
兼
実
が
、
居

　
　
住
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
兼
実
は
月
輪
寺
の
中
興
の
祖
で
あ
る
。

　
右
の

伝
承
に
基
づ
き
、
慶
政
は
祖
父
兼
実
と
月
輪
寺
と
の
関
わ
り
か
ら
、

「

空
也
上
人
山
の
中
に
お
は
し
け
る
」
説
話
を
採
録
し
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ

て
、
月
輪
寺
の
伝
承
は
兼
実
側
か
ら
得
た
伝
承
と
推
定
さ
れ
る
。
慶
政
は
第

四

話
の
末
尾
で
、
空
也
の
行
動
に
つ
い
て
「
こ
と
に
あ
は
れ
に
あ
り
が
た
く

侍
な
り
」
と
賛
嘆
し
て
い
る
。
慶
政
に
と
っ
て
、
格
別
に
敬
慕
す
べ
き
人
物

の

一
人
と
し
て
空
也
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

⑭
〔
余
説
〕
空
也
上
人
不
具
説
の
こ
と
（
上
巻
第
四
話
）

　
奥
州
会
津
の
八
葉
寺
（
福
島
県
河
沼
郡
河
東
村
冬
木
沢
）
の
伝
承
に
よ
る

と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
八
葉
寺
　
在
二
冬
木
沢
一
縁
起
日
康
保
元
年
空
也
上
人
建
レ
之
、
上
人
者
延

　
　
喜
帝
第
三
皇
子
生
而
甚
醜
不
レ
開
二
右
手
ハ
遂
棄
二
干
噴
野
ハ
與
二
野
鹿
一
長

　
　
矢
、
壮
歳
薙
二
髪
干
尾
川
国
分
寺
↓
自
称
二
空
也
↓
奉
二
弥
陀
像
ズ
以
下
略
）

　
　
（
『
会
津
風
土
記
』
「
続
々
群
書
類
従
」
第
八
所
収
）

　
八
葉
寺
に
は
、
空
也
が
こ
こ
で
入
寂
し
た
と
す
る
伝
説
が
古
く
か
ら
流
布

さ
れ
て
い
る
。
現
在
に
お
い
て
も
、
空
也
の
流
れ
を
汲
む
と
伝
え
る
空
也
念

仏
踊
が
行
わ
れ
て
い
る
。
古
刹
八
葉
寺
所
伝
の
問
題
点
は
、

　
①
空
也
は
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

　
②
生
れ

な
が
ら
に
し
て
も
非
常
に
醜
く
、
右
手
が
開
か
な
か
っ
た
と
い
う

　
　
こ
と
。

　
③
幼
少
に
し
て
不
具
者
で
あ
っ
た
た
め
、
噴
野
に
遺
棄
さ
れ
た
と
い
う
こ

　
　
と
。
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④
空
也
は
貴
種
流
離
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

等
で
あ
る
。
慶
政
も
幼
少
に
し
て
不
具
者
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

『
比
良
山
古
人
霊
託
』
の
猪
熊
本
の
勘
註
に
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い

る
。　

　
証
月
上
人
ノ
名
、
峯
殿
ノ
兄
ナ
リ
。
乳
子
取
落
二
依
テ
背
骨
出
ル
故
二

　
　
釈
門
二
入
ル
。
一
音
院
・
法
華
山
寺
字
峯
ノ
堂
等
ノ
祖
師
。

　
名
門
九
条
家
出
自
の
慶
政
と
、
皇
胤
空
也
は
共
に
不
具
者
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が

出
家
の
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
六
波
羅
蜜
寺
蔵
の
空
也
木
像
（
伝

康
勝
作
）
を
見
る
と
、
右
手
は
橦
木
を
軽
く
持
っ
て
い
る
。
こ
の
木
像
か
ら

は
、
右
手
が
不
自
由
で
あ
る
と
の
断
定
は
出
来
な
い
。
空
也
不
具
説
は
、
信

遇
す
べ
き
空
也
伝
で
あ
る
源
為
憲
の
『
空
也
諌
』
、
慶
滋
保
胤
の
『
日
本
往
生
極

楽
記
』
等
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
『
会
津
風
土
記
』
（
寛
文
十

一
年
〈
一
六
七
一
〉
成
る
）
収
録
の
空
也
不
具
説
を
以
て
、
直
ち
に
空
也
は

不
具
者
で
あ
り
捨
て
子
で
あ
っ
た
と
の
断
言
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
近
世

に
お

い

て
、
京
都
で
は
か
な
り
広
範
に
空
也
の
不
具
説
は
流
布
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
、
そ
の
背
景
に
は
、
空
也
念
仏
僧
（
鉢
た
た
き
）
の
存
在
が
考
慮
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
高
貴
な
素
姓
及
び
不
具
に
よ
る
出
家
な
ど
境
遇
面
に
お
い
て
、
慶
政
は
空

也
と
一
派
相
通
ず
る
も
の
を
感
得
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、

慶
政
を
し
て
帰
朝
後
、
真
如
親
王
伝
に
つ
づ
い
て
空
也
説
話
を
採
録
さ
せ
る

に

至
っ
だ
一
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㈹
は
り
ま
の
書
写
の
ひ
じ
り
も
人
の
き
て
功
徳
を
と
ふ
と
き
は
、
四
種
三
昧

　
を
こ
た
へ
給
け
り
。
（
上
巻
第
五
話
）

　
性
空
上

人
（
九
一
〇
ー
一
〇
〇
七
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
逸
話
を
慶

政
は
書
写
山
ま
で
赴
い
て
入
手
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
の
は
、

戒
覚
・
隆
尊
た
ち
の
渡
宋
五
台
山
巡
礼
の
記
た
る
『
渡
宋
記
』
に
、
慶
政
自

筆
の
次
の
よ
う
な
識
語
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
予
下
二
向
播
州
乏
時
。
於
二
書
写
山
一
対
二
面
実
報
寺
主
仏
如
房
一
之
時
。
全
書
写
デ

　
之
。
彼
院
主
以
二
弟
子
一
使
レ
写
レ
之
了
。
院
主
談
云
：
：
中
略
…
．
。
此
仏
如
房
者
。

　
寂
光
寺
実
報
寺
引
接
寺
三
ケ
寺
院
主
也
。
砂
門
慶
政
為
レ
恐
二
廃
忘
一
記
レ
之
。

も
っ
と
も
、
こ
の
識
語
は

寛
喜
元
年
藪
＋
月
＋
六
日
、
播
州
錺
西
郡
於
実
報
寺
㌔
以
二
戒
覚
聖
人
御

　
自
書
一
写
了
。
　
執
事
実
尊

と
い
う
奥
書
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
の
書
写
山
歴

訪
は
、
『
閑
居
友
』
成
立
の
承
久
四
年
か
ら
七
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
記
事
は
、
そ
れ
以
前
に
も
慶
政
と
書
写
山
と
の
緊
密
な
関
係
を
想
定
せ

し
め
る
重
要
な
記
録
と
い
え
よ
う
。
性
空
が
四
種
三
昧
を
重
ん
じ
た
と
す
る

伝
承

が
、
慶
政
の
書
写
山
で
の
聞
き
書
き
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
当
然
そ
の
典

拠
は
明
ら
か
に
し
難
い
の
で
あ
る
が
、
『
摩
詞
止
観
』
を
尊
び
、
増
賀
上
人
が

止

観
を
書
く
べ
き
美
紙
を
求
め
て
い
た
時
に
、
そ
の
紙
を
送
っ
た
逸
話
が
『
古

事
談
』
に
見
ら
れ
る
。

　
　
増
賀
上
人
為
〆
書
二
写
止
観
↓
美
紙
ヲ
被
”
願
ケ
リ
。
書
写
上
人
暗
知
γ
之
。

　
被
レ
送
レ
紙
レ
之
。
消
息
云
。
紙
進
レ
之
。
此
ニ
テ
止
観
ハ
可
二
令
レ
書
給
一
云

　
々
。
返
支
云
。
如
レ
此
人
ノ
思
支
ヲ
暗
令
γ
知
給
，
哀
候
支
也
云
々
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
事
談
』
巻
三
僧
行
）

注
1

注
2

注
3

真
如
親
王
は
、
入
唐
後
、
か
の
地
か
ら
師
道
詮
に
書
を
送
っ
た
が
、
そ
れ
に
「
漢

家
諸
徳
。
多
乏
二
論
学
↓
歴
二
間
有
；
意
。
元
レ
及
二
吾
師
↓
至
二
干
真
言
ぺ
有
ゾ
足
二
共

言
一
焉
。
」
（
『
扶
桑
略
記
』
巻
二
十
）
と
あ
る
。
真
言
に
お
い
て
は
ど
う
に
か
満

足

し
た
ら
し
い
の
は
、
恐
ら
く
青
龍
寺
に
法
全
阿
閤
梨
が
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う

が
、
法
味
和
尚
は
全
く
そ
の
素
姓
不
明
。

「閑
居
友
』
（
美
濃
部
重
克
氏
校
注
・
三
弥
井
書
店
・
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
）
の

補
注
に
、
須
田
氏
の
御
教
示
に
よ
る
と
し
て
、
『
満
済
准
后
日
記
』
の
こ
の
記
事

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

藤
本
徳
明
氏
も
「
や
が
て
、
親
王
は
、
つ
い
に
虎
に
食
わ
れ
、
「
む
な
し
く
い
の

ち

お

は
」
る
の
だ
が
、
そ
の
非
業
の
死
は
、
た
と
え
ば
、
の
ち
に
「
化
人
」
で
あ

る
こ
と
の
知
ら
れ
た
、
そ
の
人
に
対
し
「
心
ち
い
さ
」
か
っ
た
せ
い
だ
、
な
ど
と

は
、
作
者
は
一
言
も
言
わ
な
い
し
、
灰
め
か
し
も
し
な
い
。
L
（
『
閑
居
友
』
の
構

造
に
つ
い
て
・
説
話
物
語
論
集
・
創
刊
号
・
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
）
と
論
及

さ
れ
て
い
る
。

ゴ
ニ
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注
4

注
5

注
6

注
7

注
8

注
9

注
1
0

注
H

『真
如
親
王
伝
研
究
』
（
杉
本
直
治
郎
著
・
吉
川
弘
文
館
・
昭
和
四
十
年
七
月
）

四

二
四
頁
参
照
。
な
お
永
井
義
憲
氏
に
よ
れ
ぽ
、
水
原
尭
栄
氏
御
教
示
と
し
て
、

同
紗
に
親
王
が
鬼
王
に
よ
っ
て
遷
化
の
伝
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
別
に
化
人
説

の

原
拠
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
特
に
前
田
家
本
の
如
き
錯
簡
あ
る
不
明
確
な
本
か

ら
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
真
如
親
王
御
遷
化
伝
説
考
・

大
願
・
昭
和
十
八
年
十
月
）
。

永
井
義
憲
氏
の
説
に
よ
れ
ぽ
、
親
王
虎
害
説
は
、
「
作
者
が
入
宋
に
際
し
て
得
た

知
識
の

一
つ
」

（
『
日
本
仏
教
文
学
研
究
』
第
一
集
所
収
「
閑
居
友
の
作
者
成
立
及

び

素
材
に
つ
い
て
」
・
豊
島
書
房
・
昭
和
四
十
一
年
十
月
）
で
あ
る
。

拙
稿
（
原
田
行
造
）
『
閑
居
友
』
の
玄
賓
説
話
の
性
格
と
編
老
の
意
識
（
説
話
物

語
論
集
・
創
刊
号
・
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
）
に
て
、
慶
政
は
、
帰
国
後
玄
賓
を

冒
頭
説
話
と
す
る
『
発
心
集
的
』
な
構
成
法
を
脱
却
し
て
、
渡
宋
体
験
を
最
大
限
に

発
揮
し
た
真
如
親
王
虎
害
説
話
を
冒
頭
部
に
配
列
し
た
意
味
に
つ
き
論
じ
て
い

る
。小

林
保
治
氏
は
、
『
閑
居
友
』
序
説
（
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
・
第

十
六
号
・
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
）
で
、
真
如
親
王
伝
が
上
巻
巻
頭
部
に
据
え
ら

れ
た

理
由
を
「
真
如
親
王
が
弘
仁
年
中
（
八
一
〇
1
二
四
）
に
西
山
の
松
尾
で
落

飾
さ
れ
た
と
い
う
伝
え
の
あ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
近
親
感
と
、
渡
天

の

志
を
持
っ
て
い
た
栂
尾
の
明
恵
と
の
親
交
を
通
し
て
、
恐
ら
く
親
王
を
敬
信

す
る
心
」
を
お
こ
し
た
点
に
求
め
て
お
ら
れ
る
。

拙
稿
（
原
田
行
造
）
『
古
事
談
』
と
『
発
心
集
』
と
の
先
後
関
係
（
説
話
文
学
研

究
・
第
十
号
（
昭
和
五
十
年
六
月
）
参
照
。

拙
稿
（
原
田
行
造
）
『
発
心
集
』
を
め
ぐ
る
長
明
と
慶
政
1
『
閑
居
友
』
執
筆
態

度
の
確
立
を
中
心
に
ー
（
説
話
物
語
論
集
・
第
三
号
・
昭
和
五
十
年
三
月
）
で

は
、
源
通
親
と
源
顕
兼
と
の
関
係
や
、
顕
兼
撰
『
古
事
談
』
に
対
す
る
鴨
長
明
の

態
度
に
つ
き
論
究
し
て
い
る
。

浅
見
和
彦
氏
も
「
慶
政
の
思
想
と
そ
の
文
学
」
（
国
語
と
国
文
学
・
第
五
十
巻
第

四
号
・
昭
和
四
十
八
年
四
月
）
の
中
で
、
「
末
尾
の
『
発
心
集
』
論
が
当
時
の
『
発

心
集
』
を
め
ぐ
る
評
価
の
状
況
を
ど
こ
ま
で
正
確
に
伝
え
て
い
る
か
は
わ
か
ら

な
い
が
」
と
断
わ
り
つ
つ
も
、
「
長
明
の
『
発
心
集
』
が
物
議
を
か
も
し
だ
す
と

か
、
悪
評
を
蒙
る
と
か
し
て
い
る
事
実
」
を
指
摘
さ
れ
た
小
林
氏
説
（
注
7
）
を

肯
定
し
て
お
ら
れ
る
。

拙
稿
（
原
田
行
造
）
『
閑
居
友
』
に
投
影
さ
れ
た
明
恵
上
人
の
世
界
－
上
巻
二
話

の

成
立
と
配
列
事
情
と
を
め
ぐ
っ
て
ー
（
説
話
物
語
論
集
・
第
二
号
・
昭
和
四
十

八
年
十
月
）
に
て
、
承
久
二
年
の
『
三
外
往
生
記
』
書
写
過
程
に
、
中
断
し
て
い

た

『閑
居
友
』
書
き
継
ぎ
の
意
欲
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
考
察
し
て
い
る
。

注
1
2

注
13

注
1
4

注
1
5

注
1
6

拙
稿
（
原
田
行
造
）
『
閑
居
友
』
起
稿
の
背
景
『
中
世
の
文
学
』
四
・
附
録
・
三

弥
井
書
店
・
昭
和
四
十
九
年
六
月
）
参
照
。

青
山
克
弥
氏
『
閑
居
友
』
上
巻
第
三
話
と
『
方
丈
記
』
（
説
話
文
学
研
究
・
第
九

号
・
昭
和
四
十
九
年
六
月
）
に
詳
細
な
対
比
的
考
察
が
あ
る
。

拙
稿
（
原
田
行
造
）
『
閑
居
友
』
に
お
け
る
慶
政
の
長
明
観
1
そ
の
成
立
意
識
の

流
れ
を
め
ぐ
っ
て
ー
（
説
話
文
学
研
究
・
第
八
号
・
昭
和
四
十
八
年
六
月
）
に
お

い

て
、
慶
政
は
、
隠
者
と
し
て
の
長
明
と
、
『
発
心
集
』
の
編
者
と
し
て
の
長
明

と
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
視
点
で
見
つ
め
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

慶
政
が
、
父
良
経
の
和
歌
を
念
頭
に
置
い
て
『
閑
居
友
』
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
、

上
巻
第
十
三
話
の
「
山
田
を
返
す
し
つ
の
お
の
、
ひ
く
し
め
な
は
の
う
ち
は
へ

て
、
」
の
句
が
「
小
山
田
に
ひ
く
し
め
な
は
の
う
ち
は
へ
て
く
ち
や
し
ぬ
ら
ん
五

月
雨
の
こ
ろ
」
（
『
新
古
今
和
歌
集
』
・
夏
・
良
経
）
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
（
久
保
田
淳
氏
・
怨
み
深
き
女
生
き
な
が
ら
鬼
に
な
る
事
－
『
閑

居
友
』
試
論
・
文
学
・
第
三
十
五
巻
第
八
号
・
昭
和
四
十
二
年
八
月
）
。

拙
稿
（
藤
島
秀
隆
）
『
閑
居
友
』
上
巻
第
四
話
空
也
上
人
説
話
を
め
ぐ
っ
て
（
説

話
物
語
論
集
・
第
二
号
・
昭
和
四
十
八
年
十
月
）
で
、
空
也
の
山
寺
隠
棲
説
に

則
り
、
四
説
の
展
望
を
試
み
、
鞍
馬
の
紫
雲
山
極
楽
院
が
彼
の
山
居
し
た
寺
で

あ
っ
た
と
考
え
て
き
た
。

〔追
記
〕
③
の
三
宝
院
法
系
図
に
て
、
弘
銀
に
は
別
に
意
教
流
（
頼
賢
－
慈
猛
ー
頼
尊
ー

　
　
　
尊
慶
－
尊
猷
1
厳
宥
－
尊
誉
－
源
宥
－
性
宥
ー
弘
錫
）
に
位
置
す
る
血
脈
が
あ
り

　
　
　

（密
教
辞
典
・
佐
和
隆
研
編
・
法
蔵
館
）
、
真
如
龍
智
説
話
と
真
如
鬼
神
説
話
と

　
　
　
の
密
接
な
関
連
を
窺
い
得
る
。

〔付
記
〕
本
稿
の
〔
注
釈
補
遺
〕
は
原
田
が
、
〔
対
校
〕
は
藤
島
が
、
主
と
し
て
担
当
し
た
。

　
　
　

な
お
成
稿
に
際
し
て
は
、
大
妻
女
子
大
学
教
授
　
永
井
義
憲
博
士
．
金
沢
大
学

　
　
　
附
属
図
書
館
　
梶
井
重
明
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
す

　
　
　

る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（昭
和
五
十
年
九
月
十
六
日
受
理
）


