
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話
﹁
世
尊
寺
ニ
死
人
ヲ
掘
出
事
﹂
考

︱
方
角
表
現
に
着
目
し
て

︱

嶋

中

佳

輝

は
じ
め
に

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話
﹁
世
尊
寺
ニ
死
人
ヲ
堀
出
事
﹂
と
は
次
の
よ

う
な
説
話
で
あ
る①

︒

︵
�

︶
今
は
昔
︑
世
尊
寺
と
い
ふ
所
は
︑
桃
園
大
納
言
住
給
け
る
が
︑
大

将
に
な
る
宣
旨
か
ぶ
り
給
に
け
れ
ば
︑
大
饗
あ
る
じ
の
料
に
修
理
し
︑

ま
づ
は
祝
し
給
し
程
に
︑
あ
さ
て
と
て
︑
に
は
か
に
う
せ
給
ぬ
︒
使

は
れ
人
︑
皆
出
散
て
︑
北
方
︑
若
公
ば
か
り
な
ん
︑
す
ご
く
て
住
給

け
る
︒
そ
の
若
公
は
主
殿
頭
ち
か
み
つ
と
い
ひ
し
な
り
︒

︵
�

︶
此
家
を
一
条
摂
政
殿
︑
取
り
給
て
︑
太
政
大
臣
に
成
て
︑
大
饗
行

な
は
れ
け
り
︒
坤
の
角
に
塚
の
あ
り
け
る
︒
築
地
を
つ
き
い
だ
し
て
︑

そ
の
す
み
は
し
た
う
づ
が
た
に
ぞ
有
け
る
︒
殿
︑﹁
そ
こ
に
堂
を
た

て
ん
︒
こ
の
塚
を
と
り
捨
て
︑
そ
の
う
へ
に
堂
を
た
て
ん
﹂
と
さ
だ

め
ら
れ
ぬ
れ
ば
︑
人
〳
〵
も
﹁
塚
の
た
め
に
︑
い
み
じ
う
功
徳
に
な

り
ぬ
べ
き
事
也
﹂
と
申
け
れ
ば
︑
塚
を
掘
り
く
づ
す
に
︑
中
に
石
の

唐
櫃
あ
り
︒

あ
け
て
見
れ
ば
︑
尼
の
︑
年
廿
五
六
ば
か
り
な
る
︑
色
う
つ
く
し

う
て
︑
口
唇
の
色
な
ど
︑
露
か
は
ら
で
︑
ゑ
も
い
は
ず
う
つ
く
し
げ

な
る
︑
寝
入
た
る
や
う
に
て
︑
臥
た
り
︒
い
み
じ
う
う
つ
く
し
き
衣

の
︑
色
〳
〵
な
る
を
な
ん
着
た
り
け
る
︒
若
か
り
け
る
物
の
︑
に
は

か
に
死
た
る
に
や
︒
金
の
杯
︑
う
る
は
し
く
て
す
へ
た
り
け
り
︒
入

た
る
物
︑
な
に
も
か
う
ば
し
き
事
︑
た
ぐ
ひ
な
し
︒

あ
さ
ま
し
が
り
て
︑
人
〳
〵
立
こ
み
て
見
る
程
に
︑
乾
の
方
よ
り

風
吹
け
れ
ば
︑
色
〳
〵
な
る
塵
に
な
ん
成
て
失
に
け
り
︒
金
の
杯
よ

り
ほ
か
の
物
︑
つ
ゆ
と
ま
ら
ず
︒
﹁
い
み
じ
き
昔
の
人
な
り
と
も
︑

骨
︑
髪
の
散
る
べ
き
に
あ
ら
ず
︒
か
く
風
の
吹
に
︑
塵
に
な
り
て
︑

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話
﹁
世
尊
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ニ
死
人
ヲ
掘
出
事
﹂
考

七
六



吹
散
ら
さ
れ
ぬ
る
は
︑
希
有
の
物
な
り
﹂
と
い
ひ
て
︑
そ
の
比
︑
人

あ
さ
ま
し
が
り
け
る
︒

︵
�

︶
摂
政
殿
︑
い
く
ば
く
も
な
く
て
︑
失
給
に
け
れ
ば
︑
こ
の
祟
り
に

や
と
人
疑
ひ
け
り
︒

こ
の
説
話
は
三
つ
に
分
割
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
︒
ま
ず
︑
世
尊
寺
に

は
桃
園
大
納
言
が
住
ん
で
お
り
︑
大
将
に
任
官
し
た
が
︑
祝
賀
直
前
に
死
亡
し
︑

一
家
は
没
落
し
た
と
い
う
第
一
の
記
事
︒
次
に
︑
そ
の
屋
敷
に
住
ん
だ
一
条
摂

政
が
太
政
大
臣
に
な
っ
た
祝
賀
を
行
っ
た
際
に
︑
家
の
隅
の
塚
を
取
り
壊
し
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
塚
か
ら
棺
が
現
れ
︑
中
を
開
く
と
若
い
尼
が
美
し
い
姿
の
ま
ま
眠

っ
て
お
り
︑
風
が
吹
い
て
塵
と
な
り
︑﹁
あ
さ
ま
し
﹂
と
評
さ
れ
た
怪
異
と
し

て
の
第
二
の
記
事
︒
最
後
に
一
条
摂
政
が
そ
の
後
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
た
め
︑

人
々
に
祟
り
か
と
噂
さ
れ
た
第
三
の
記
事
で
あ
る
︒

い
ず
れ
も
説
話
的
興
味
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
記
事
と
言
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑

本
説
話
に
お
い
て
問
題
と
す
る
べ
き
な
の
は
︑
こ
の
三
つ
の
記
事
の
連
関
で
あ

ろ
う
︒
三
つ
の
記
事
が
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
︑
一
個
の
説
話
と
し
て
形
作
ら

れ
て
い
る
の
か
︑
一
読
し
て
明
瞭
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

説
話
の
分
量
と
し
て
は
第
二
の
記
事
に
比
重
が
あ
る
た
め
︑
本
説
話
は
怪
異

譚
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
だ
け
で
は
本
説
話
を
充
分
に

読
み
解
く
こ
と
は
出
来
な
い
︒
桃
園
大
納
言
の
死
と
没
落
を
語
る
第
一
の
記
事

と
尼
が
出
現
す
る
怪
異
を
語
る
第
二
の
記
事
は
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
い
る
の

か
︒
第
三
の
記
事
が
示
す
﹁
こ
の
祟
り
﹂
と
は
第
二
の
記
事
の
何
を
享
け
た
表

現
な
の
か
︒
第
一
の
記
事
に
お
け
る
桃
園
大
納
言
の
死
と
第
三
の
記
事
に
お
け

る
一
条
摂
政
の
死
は
同
質
の
現
象
で
あ
る
の
か
︒
単
に
本
説
話
を
怪
異
譚
と
し

て
理
解
す
る
だ
け
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
は
解
決
し
得
な
い
︒

本
説
話
は
三
つ
の
記
事
を
一
つ
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
享
受
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
︑
三
つ
の
記
事
が
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
い
る
か
は
解
明
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
︒
さ
ら
に
は
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
が
本
説
話
を
収
め
て
い
る
か
ら

に
は
︑
本
説
話
に
は
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
作
品
と
し
て
の
性
格
に
通
じ
る
も
の
が

存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
﹃
宇
治
拾
遺
﹄

理
解
へ
の
手
掛
か
り
と
も
な
り
得
る
に
違
い
な
い
︒

第
一
章

先
行
研
究
に
お
け
る
説
話
理
解

本
説
話
に
つ
い
て
︑
ま
ず
先
行
研
究
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
る
の
か

を
確
認
し
よ
う
︒

�
こ
の
話
は
富
家
語
︵
第
百
五
話
︶
に
も
見
え
る
が
︑
打
聞
集
の
第
廿
七
話

（

マ

マ

）

も
或
は
こ
の
話
を
伝
え
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
か
︒
尤
も
今
日
に
伝

え
ら
れ
る
本
に
は
目
録
に
﹁
世
尊
寺
事
﹂
と
見
え
︑
本
文
に
は
﹁
世
尊

寺
桃
李
薗
ア
リ
︒
昔
︑
帝
王
御
家
也
︒
伝
桃
李
薗
大
納
言
云
人
住

云
々
︒
﹂
き
り
な
い
が
⁝
⁝
︵
全
註
解②

︶
︒

�
桃
園
大
納
言
師
氏
は
︑
天
禄
元
年
七
月
に
没
し
て
お
り
︑
一
条
摂
政
伊

﹃
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拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話
﹁
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尹
は
︑
天
禄
三
年
一
一
月
に
没
し
て
い
る
︒
わ
ず
か
二
年
の
間
に
︑
こ

の
邸
の
主
人
が
︑
二
人
も
続
い
て
死
ん
だ
の
は
︑
死
者
の
霊
の
祟
り
に

よ
る
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
︵
集
成③

︶︒

�
平
安
京
以
前
に
い
わ
れ
が
あ
り
そ
う
な
内
容
で
あ
る
︒
こ
の
種
の
説
話

を
集
め
た
今
昔
物
語
集
巻
二
十
七
に
同
じ
邸
の
寝
殿
母
屋
の
柱
に
関
す

る
別
の
奇
譚
︵
第
三
話
︶
が
見
え
る
︒
桃
園
邸
に
は
も
と
も
と
何
や
ら

不
気
味
な
感
じ
が
あ
り
︑
そ
れ
が
主
人
た
ち
の
不
幸
と
結
ば
れ
て
話
題

性
が
生
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︵
新
大
系④

︶︒

�
世
尊
寺
と
な
っ
た
桃
園
邸
に
ま
つ
わ
る
怪
異
譚
︒
大
納
言
の
師
氏
が
就

任
披
露
の
宴
の
半
年
後
︑
太
政
大
臣
の
伊
尹
が
同
じ
く
就
任
披
露
宴
の

一
年
後
に
急
逝
し
た
︒
こ
の
連
続
し
た
当
主
の
急
死
は
死
神
の
不
気
味

な
魔
手
を
連
想
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︵
新
編
全

集⑤

︶︒

集
成
︑
新
大
系
︑
新
編
全
集
は
本
説
話
の
背
景
に
桃
園
邸
の
主
人
た
ち
が
実

際
に
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
見
て
い
る
︒
ま
た
︑
新
大
系
で
は
桃
園
邸

に
は
も
と
も
と
不
気
味
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
い
ず
れ

も
第
二
の
記
事
を
中
核
と
し
て
本
説
話
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
︒

諸
注
釈
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
︑
桃
園
邸
に
関
す
る
説
話
は
︑﹃
今
昔
物

語
集
﹄
巻
二
十
七
第
三
﹁
桃
園
柱
穴
指
出
児
手
招
人
語
﹂︑﹃
古
事
談
﹄︑﹃
富
家

語
﹄
一
〇
五
話
︑
﹃
打
聞
集
﹄
二
五
話
な
ど
に
存
在
す
る
︒
特
に
本
説
話
と
最

も
近
し
い
部
分
を
含
む
の
は
﹃
富
家
語
﹄
の
も
の
で
︑
次
に
引
用
す
る⑥

︒

︵
�

︶
仰
せ
て
云
は
く
︑﹁
世
尊
寺
は
一
条
摂
政
の
家
な
り
九
条
殿
の
一
男
︒

件
の
人
︑
見
目
い
み
じ
く
吉
く
御
坐
し
け
り
︒
細
殿
の
局
に
夜
行
し

て
︑
朝
ぼ
ら
け
に
出
で
給
ふ
と
て
︑
冠
を
押
入
れ
て
出
で
給
ひ
け
る
︑

ま
こ
と
に
吉
く
御
坐
し
け
り
︒
随
身
切
り
音
に
先
追
は
せ
て
帰
ら
し

め
給
ふ
︑
め
で
た
か
り
け
り
︒

︵
�

︶
件
の
家
の
南
庭
に
墓
の
あ
り
け
る
を
崩
さ
れ
た
り
け
れ
ば
︑
丈
八

尺
な
る
尼
公
の
色
々
の
衣
着
し
た
る
を
掘
り
出
だ
し
た
り
け
る
を
︑

人
々
見
驚
き
け
る
ほ
ど
に
︑
風
に
随
ひ
て
散
り
失
せ
に
け
り
︑
そ
の

後
︑
摂
政
も
衰
へ
た
ち
︑
家
も
褪
せ
に
け
り
と
ぞ
︒

︵
�

︶
件
の
世
尊
寺
の
南
の
辺
に
妙
法
蓮
華
寺
と
い
ふ
所
あ
り
︒
慶
円
座

主
の
房
な
り
︒
後
一
条
院
︑
親
王
の
時
に
︑
発
心
地
を
煩
は
し
め
給

ひ
け
れ
ば
︑
御
堂
具
し
奉
り
て
件
の
房
へ
渡
ら
し
め
給
ふ
に
︑
件
の

日
御
平
癒
︑
賞
を
行
は
る
べ
き
由
仰
せ
あ
り
と
い
へ
ど
も
︑
座
主
平

に
辞
退
す
︒
仍
り
て
阿
闍
梨
を
寄
せ
ら
る
﹂
と
云
々
︒

﹃
富
家
語
﹄
一
〇
五
話
の
二
段
目
の
記
事
が
本
説
話
の
第
二
の
記
事
の
類
話

と
さ
れ
て
お
り
︑
一
条
摂
政
の
家
の
墓
か
ら
う
ら
若
い
尼
が
出
現
す
る
筋
を
共

有
す
る
︒
た
だ
し
︑
出
現
し
た
尼
を
﹁
丈
八
尺
﹂
と
し
て
い
た
り
︑
桃
園
大
納

言
の
没
落
や
一
条
摂
政
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
直
接
的
な
言
及
は
存
在
し
な
い
︒

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話
﹁
世
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﹃
富
家
語
﹄
所
載
話
は
本
説
話
の
第
二
の
記
事
に
類
似
し
た
記
事
を
取
り
込
み

つ
つ
も
︑
一
条
摂
政
の
人
柄
を
語
る
記
事
と
︑
世
尊
寺
世
尊
寺
の
地
理
的
南
部

に
位
置
す
る
妙
法
蓮
華
寺
の
主
で
あ
る
慶
円
の
話
で
尼
の
怪
異
譚
を
挟
み
込
む
︒

﹃
富
家
語
﹄
所
載
話
は
世
尊
寺
周
辺
の
記
事
を
列
挙
し
て
い
る
︒

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
二
十
七
第
三
の
説
話
は
桃
園
邸
の
母
屋
の
柱
に
空
い
た

穴
か
ら
夜
毎
に
子
供
の
手
が
現
れ
手
招
き
を
す
る
怪
異
が
あ
っ
た
が
︑
矢
を
穴

深
く
に
射
た
と
こ
ろ
怪
異
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒﹃
今
昔
物
語

集
﹄
巻
二
十
七
は
標
題
を
﹁
霊
鬼
﹂
と
し
て
お
り
︑
内
容
と
し
て
は
怪
異
に
関

す
る
説
話
を
集
成
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
第
三
も
そ
の
一
つ
と
し
て
収
め

ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒

﹃
打
聞
集
﹄
の
も
の
は
単
に
世
尊
寺
は
帝
王
の
家
で
あ
り
︑
桃
園
大
納
言
が

住
ん
で
い
た
こ
と
を
伝
え
る
︑
説
話
と
し
て
ま
で
は
成
立
し
て
い
な
い
内
容
で

あ
る
︒

こ
う
し
て
類
話
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
説
話
を
見
る
と
︑
確
か
に
平
安
時
代
後

期
に
は
桃
園
邸
は
怪
異
の
雰
囲
気
を
惹
起
さ
せ
る
舞
台
と
し
て
の
認
知
が
あ
っ

た
︑
と
は
言
え
よ
う
︒
桃
園
邸
を
中
心
と
し
た
怪
異
譚
と
し
て
本
説
話
を
評
価

す
る
こ
と
は
誤
り
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
一
方
で
先
行
研
究
に
お
け
る

説
話
分
析
は
︑
世
尊
寺
・
桃
園
邸
の
怪
異
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
︒
す
な
わ

ち
︑
本
説
話
の
第
二
の
記
事
の
分
析
に
お
い
て
意
義
を
有
す
る
も
の
の
︑
第
一

の
記
事
や
第
三
の
記
事
と
の
連
関
を
解
き
明
か
す
も
の
と
し
て
は
十
全
な
も
の

で
は
な
い
︒

第
二
章

人
物
が
意
味
す
る
も
の

第
一
節

桃
園
大
納
言
と
﹁
ち
か
み
つ
﹂

そ
れ
で
は
︑
本
説
話
は
何
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
本
説
話

に
は
様
々
な
人
物
︑
場
所
が
登
場
す
る
︒
場
所
で
あ
る
桃
園
邸
に
つ
い
て
は
先

行
研
究
で
論
及
さ
れ
て
い
る
部
分
で
も
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
人
物
の
名
前
に

説
話
を
読
み
解
く
手
が
か
り
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
考
え
て
い
き
た
い
︒
具
体

的
に
言
え
ば
︑
桃
園
大
納
言
や
一
条
摂
政
の
失
敗
譚
︑
あ
る
い
は
成
功
譚
と
し

て
読
む
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

諸
注
釈
は
桃
園
大
納
言
が
藤
原
師
氏
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒
師
氏
は
藤
原
忠

平
の
四
男
と
し
て
︑
延
喜
一
三
年
︵
九
一
三
︶
に
誕
生
し
︑
天
禄
元
年
︵
九
七

〇
︶
に
大
納
言
と
な
っ
た
も
の
の
同
年
に
死
去
し
て
い
る
︒
本
説
話
で
は
︑
桃

園
大
納
言
は
大
将
と
な
っ
た
後
死
去
し
た
と
す
る
が
︑
実
在
の
師
氏
も
類
似
す

る
経
歴
を
持
つ
と
認
め
て
良
い⑦

︒

そ
れ
で
は
桃
園
大
納
言
あ
る
い
は
藤
原
師
氏
は
特
定
の
人
物
造
型
を
想
起
さ

せ
る
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
藤
原
師
氏
は
﹃
大
鏡
﹄
や
﹃
栄
花
物
語
﹄
に
名

前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
藤
原
忠
平
の
子
息
を
列
挙
す
る

中
︑﹁
四
郎
︑
師
氏
と
聞
え
け
る
︑
大
納
言
ま
で
ぞ
な
り
た
ま
ひ
け
る⑧

﹂
や

﹁
七
月
十
四
日
師
氏
の
大
納
言
う
せ
た
ま
ひ
ぬ
︒
貞
信
公
の
御
子
︑
男
君
四
所

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話
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お
は
し
け
る
︑
皆
う
せ
た
ま
ひ
ぬ
︒
御
年
五
十
五
に
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る⑨

﹂
と

す
る
簡
単
な
紹
介
に
留
ま
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑﹃
古
事
談
﹄
巻
第
三
・
九
三
話
は
師
氏
大
納
言
の
死
を
主
題
と
す
る
︒

そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
死
の
病
に
伏
し
た
師
氏
は
生
涯
善
行
を
全
く

積
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
顧
み
︑
地
獄
に
落
ち
る
の
を
恐
れ
空
也
上
人
に
弟
子
入

り
を
し
た
︒
空
也
は
師
氏
の
た
め
に
閻
魔
に
手
紙
を
認
め
︑
死
し
た
師
氏
の
棺

の
上
に
手
紙
を
置
き
︑
火
葬
で
こ
の
手
紙
が
燃
え
な
か
っ
た
な
ら
︑
師
氏
は
地

獄
に
落
ち
な
い
と
し
た
︒
果
た
し
て
手
紙
は
燃
え
ず
︑
師
氏
の
極
楽
往
生
は
確

信
さ
れ
た
︒
最
終
的
に
空
也
の
霊
験
に
傾
斜
す
る
が
︑
前
提
と
し
て
師
氏
と
い

う
人
物
に
は
仏
教
的
功
徳
に
欠
け
る
人
物
造
型
が
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

桃
園
大
納
言
の
子
と
し
て
設
定
さ
れ
る
﹁
主
殿
頭
ち
か
み
つ
﹂
と
一
致
す
る

人
物
は
確
認
で
き
な
い
︒﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
れ
ば
︑
藤
原
師
氏
に
は
三
子
が

あ
り
︑
主
殿
頭
を
務
め
た
の
は
藤
原
近
信
で
あ
る
︒﹁
ち
か
み
つ
﹂
と
近
信
は

﹁
ち
か
﹂
で
通
じ
る
名
前
で
は
あ
る
が
︑
近
信
が
登
場
す
る
説
話
・
伝
承
も
管

見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
︒

桃
園
大
納
言
こ
と
藤
原
師
氏
に
は
︑
あ
え
て
言
え
ば
仏
教
的
に
負
の
人
物
造

型
が
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
こ
と
が
桃
園
邸
の
雰
囲
気
と
合
わ
さ
り
︑
そ
の
死
に

不
吉
さ
を
惹
起
さ
せ
た
可
能
性
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
説
話
の
読
解
に
お
い
て

そ
れ
以
上
の
論
及
は
難
し
い
︒
さ
ら
に
桃
園
大
納
言
の
子
﹁
ち
か
み
つ
﹂
は
全

く
人
物
造
型
を
帯
び
た
人
間
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
親
子
の
人
物
か
ら
本
説
話

を
読
み
解
く
の
は
困
難
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

第
二
節

一
条
摂
政

そ
れ
で
は
︑
一
条
摂
政
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
一
条
摂
政
と
は
藤
原
伊
尹
を

言
う
︒
伊
尹
は
藤
原
師
輔
の
長
男
で
︑
円
融
天
皇
の
摂
政
を
務
め
た
︒
天
禄
二

年
︵
九
七
一
︶
に
太
政
大
臣
と
な
っ
た
が
︑
翌
天
禄
三
年
︵
九
七
二
︶
に
死
去

し
て
お
り
︑
本
説
話
に
お
け
る
経
歴
と
藤
原
師
氏
の
死
と
の
前
後
関
係
は
事
実

に
お
い
て
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

一
条
摂
政
こ
と
藤
原
伊
尹
に
関
す
る
説
話
と
し
て
︑
鎌
倉
時
代
以
前
に
確
認

で
き
る
も
の
は
︑
藤
原
朝
成
と
参
議
・
大
納
言
の
地
位
を
争
っ
た
も
の
︑
名
を

偽
っ
て
歌
を
詠
ん
だ
も
の
な
ど
が
あ
る
︒

例
え
ば
︑
藤
原
朝
成
と
大
納
言
の
地
位
を
争
っ
た
説
話
は
︑﹃
古
事
談
﹄
巻

第
二
・
二
話
︑
﹃
続
古
事
談
﹄
第
四
二
話
な
ど
に
見
え
る
︒
特
に
﹃
古
事
談
﹄

巻
第
二
・
二
話
に
は
﹁
摂
政
︑
病
を
受
け
て
遂
に
薨
逝
す
︒
是
れ
朝
成
の
生
霊
︑

と
云
々⑩

﹂
と
し
︑
伊
尹
の
死
に
祟
り
を
窺
わ
せ
る
点
で
本
説
話
と
共
通
す
る
と

も
見
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
名
を
偽
っ
て
歌
を
詠
ん
だ
説
話
は
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
五
一
話
﹁
一
条
摂

政
歌
事
﹂
で
あ
る
︒
一
条
摂
政
は
﹁
大
蔵
の
丞
豊
蔭
﹂
を
名
乗
り
身
分
の
低
い

女
に
も
通
っ
て
い
た
︒
あ
る
時
︑
高
貴
な
姫
君
の
父
親
に
姫
君
に
通
っ
て
い
る

こ
と
が
発
覚
し
そ
う
に
な
っ
た
が
︑
ま
だ
通
っ
て
い
な
い
と
い
う
歌
を
詠
ん
で

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
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切
り
抜
け
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒
こ
れ
は
和
歌
説
話
と
し
て
評
価
で
き
る
も

の
で
あ
る
︒

一
条
摂
政
の
人
物
造
型
と
し
て
は
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄
五
一
話
で
は
﹁
御
か
た

ち
よ
り
は
じ
め
︑
心
も
ち
ひ
な
ど
︑
め
で
た
く
︑
ざ
え
・
あ
り
さ
ま
︑
ま
こ
と

し
く
お
は
し
ま
し
︑
ま
た
色
め
か
し
く
﹂
と
し
て
い
る
︒﹃
宇
治
拾
遺
﹄
は
一

条
摂
政
を
容
貌
も
心
の
有
様
も
素
晴
ら
し
い
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
︒﹃
大

鏡
﹄
に
は
﹁
帝
の
御
舅
・
東
宮
の
御
祖
父
に
て
摂
政
せ
さ
せ
た
ま
へ
ば
︑
世
の

中
は
我
が
心
に
か
な
は
ぬ
こ
と
な
く
︑
過
差
こ
と
の
ほ
か
に
好
ま
せ
た
ま
ひ

て⑪

﹂
と
す
る
︒
基
本
的
に
一
条
摂
政
に
は
高
位
の
人
物
と
し
て
好
印
象
が
伴
っ

て
い
た
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑﹃
大
鏡
﹄
は
続
け
て
︑﹁
大
饗
せ
さ
せ
た
ま
ふ
に
︑
寝
殿
の
裏
板
の
壁

の
少
し
黒
か
り
け
れ
ば
︑
に
は
か
に
御
覧
じ
つ
け
て
︑
陸
奥
紙
を
つ
ぶ
と
押
さ

せ
た
ま
へ
り
け
る
が
︑
な
か
な
か
白
く
清
げ
に
は
べ
り
け
る
︒
思
ひ
よ
る
べ
き

こ
と
か
は
な
︒
御
家
は
今
の
世
尊
寺
ぞ
か
し⑫

﹂
と
記
し
て
い
る
︒
一
条
摂
政
が

饗
宴
を
行
っ
た
際
に
︑
住
居
に
改
造
を
加
え
︑
そ
れ
が
今
の
世
尊
寺
に
も
残
存

し
て
い
る
と
い
う
話
は
︑
本
説
話
と
も
共
通
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
︒

以
上
か
ら
︑
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
説
話
に
お
い
て
︑
一
条

摂
政
は
そ
の
死
に
祟
り
を
帯
び
て
い
る
存
在
と
し
て
伝
承
さ
れ
︑
饗
宴
の
際
に

桃
園
邸
を
改
造
し
た
と
い
う
点
で
本
説
話
の
前
提
と
な
る
人
物
造
型
が
あ
っ
た

と
言
え
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
前
提
条
件
で
あ
っ
て
︑
本
説
話
が
い

か
に
読
ま
れ
る
か
と
い
う
点
に
ま
で
人
物
造
型
が
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
は
言
え

な
い
︒

す
な
わ
ち
︑
人
物
を
中
心
に
し
た
読
解
に
よ
っ
て
本
説
話
を
理
解
す
る
に
は

限
界
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る⑬

︒

第
三
章

方
角
が
意
味
す
る
も
の

第
一
節

方
角
そ
の
も
の
が
持
つ
意
味

本
説
話
に
お
い
て
︑
場
所
に
も
人
物
に
も
何
ら
か
の
印
象
を
惹
起
さ
せ
る
作

用
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
︒
そ
の
一
方
で
人
物
を
主
題
と
見
て
説
話
を
理

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
で
は
︑
何
が
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
︒そ

こ
で
︑
本
説
話
の
第
二
の
記
事
に
最
も
類
似
す
る
筋
を
持
つ
﹃
富
家
語
﹄

一
〇
五
話
と
第
二
の
記
事
を
対
照
さ
せ
る
と
︑﹃
富
家
語
﹄
で
は
﹁
南
庭
﹂
に

墓
が
あ
る
と
す
る
の
が
︑
第
二
の
記
事
で
は
﹁
坤
﹂
に
塚
が
あ
る
と
す
る
︒
ま

た
︑﹃
富
家
語
﹄
で
は
単
に
﹁
風
に
随
ひ
て
﹂
と
す
る
風
が
︑
第
二
の
記
事
で

は
﹁
乾
の
方
よ
り
風
吹
け
れ
ば
﹂
と
し
︑
方
角
表
現
を
帯
び
て
い
る
︒﹃
宇
治

拾
遺
﹄
の
方
角
表
現
は
﹃
富
家
語
﹄
に
比
べ
︑
よ
り
詳
細
で
あ
る
︒
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄
本
説
話
に
は
方
角
へ
の
意
識
が
存
在
し
た
と
言
え

よ
う
︒

方
角
表
現
に
つ
い
て
︑
諸
注
釈
書
は
﹁
坤
﹂
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
注
し

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
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て
い
る
︒

�
西
南
︒
陰
陽
道
で
は
︑
こ
の
方
角
を
裏
鬼
門
と
い
う
︵
集
成
︶

�
西
南
︒
陰
陽
道
で
裏
鬼
門
と
称
し
︑
不
吉
な
方
位
︵
新
大
系
︶

ま
た
︑﹁
乾
﹂
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
︒

�
西
北
の
方
角
︒
乾
の
信
仰
に
つ
い
て
は
三
谷
栄
一
氏
に
卓
説
が
あ
る

︵
日
本
文
学
の
民
俗
学
的
研
究
︶︵
全
註
解
︶

�
北
西
︒
三
谷
栄
一
﹃
日
本
文
学
の
民
俗
学
的
研
究
﹄
に
よ
る
と
︑
神
霊

の
出
現
す
る
神
聖
な
方
角
と
み
ら
れ
る
︵
集
成
︶

�
西
北
︒
そ
の
方
角
に
は
都
を
守
護
す
る
霊
山
の
愛
宕
山
が
あ
る
︒
こ
こ

の
風
も
そ
の
こ
と
に
ち
な
む
霊
力
を
帯
び
た
も
の
と
さ
れ
た
か
︵
新
大

系
︶

�
西
北
の
方
角
か
ら
︒
西
北
は
陰
陽
道
で
は
︑
鬼
門
で
あ
る
東
北
と
と
も

に
︑
用
心
す
べ
き
裏
鬼
門
に
あ
た
る
︵
新
編
全
集
︶

諸
注
釈
書
と
も
に
断
定
を
避
け
な
が
ら
も
︑﹁
坤
﹂
は
不
吉
な
方
角
で
あ
り
︑

﹁
乾
﹂
は
概
ね
神
聖
な
方
角
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る⑭

︒
も
っ
と
も
︑

こ
れ
ら
の
注
釈
は
そ
の
方
角
に
対
す
る
一
般
論
を
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
︒

﹃
宇
治
拾
遺
﹄
に
お
い
て
︑
方
角
表
現
が
持
つ
含
意
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か

が
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

第
二
節

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
に
お
け
る
方
角
表
現

そ
れ
で
は
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄
に
方
角
そ
の
も
の
に
対
す
る
意
識
は
存
在
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
︑
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
に
お
け
る
方
角
の
表
現
を
挙
げ
つ

つ
︑
次
の
よ
う
に
分
類
を
行
っ
た
︒
挙
げ
た
用
例
の
下
に
括
弧
書
き
で
︑﹃
宇

治
拾
遺
﹄
の
話
数
を
示
し
て
い
る
︒
な
お
︑﹁
東
大
寺
﹂
な
ど
地
名
の
一
部
に

方
角
が
含
ま
れ
る
も
の
や
﹁
北
の
方
﹂・﹁
西
宮
殿
﹂
な
ど
の
人
物
を
呼
称
す
る

も
の
は
除
い
た
︒

ア

特
定
の
場
所
を
示
す
た
め
の
表
現

ア
甲

名
前
が
あ
る
特
定
の
空
間
を
示
す
も
の

一
九
例

�﹁
平
等
院
一
切
経
蔵
の
南
の
山
ぎ
は
に
︑
南
泉
房
と
云
所
に
﹂︵
序
︶

�﹁﹁
そ
の
四
条
の
南
を
ば
︑
な
に
と
い
ふ
﹂
と
問
せ
給
ひ
け
れ
ば
︑﹁
綾
小
路

と
な
ん
申
﹂
と
申
し
け
れ
ば
﹂
︵
一
九
︶

�﹁
高
辻
よ
り
は
北
︑
室
町
よ
り
は
西
︑
高
辻
表
に
六
七
間
ば
か
り
が
程
は
︑

小
家
も
な
く
て
﹂︵
四
七
︶

�﹁
妹
背
嶋
と
て
土
左
国
の
南
の
沖
に
あ
る
と
ぞ
︑
人
か
た
り
し
﹂︵
五
六
︶

�﹁
二
条
の
大
宮
と
ぞ
申
け
る
︑
二
条
よ
り
は
北
︑
堀
川
よ
り
は
東
に
お
は
し

ま
し
け
り
﹂
︵
七
五
︶

�﹁
東
大
寺
の
仏
の
御
前
に
候
て
︑
い
づ
く
に
か
行
し
て
︑
の
ど
や
か
に
住
ぬ

べ
き
所
あ
る
と
︑
よ
ろ
づ
の
所
を
見
回
し
け
る
に
︑
坤
の
か
た
に
あ
た
り
て
︑

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話
﹁
世
尊
寺
ニ
死
人
ヲ
掘
出
事
﹂
考

八
二



山
か
す
か
に
見
ゆ
﹂︵
一
〇
一
︶

�﹁
た
づ
ぬ
る
僧
の
あ
り
所
は
︑
こ
れ
よ
り
坤
の
方
に
山
あ
り
﹂︵
一
〇
一
︶

�﹁
南
の
朱
雀
門
ざ
ま
に
走
て
い
ぬ
れ
ば
﹂︵
一
一
四
︶

�﹁
い
づ
か
た
の
陣
よ
り
や
出
す
べ
き
﹂
と
申
せ
ば
︑﹁
東
の
陣
よ
り
出
す
べ
き

な
り
﹂
と
の
給
を
聞
き
て
︑
内
の
人
︑
あ
る
か
ぎ
り
︑
東
の
陣
に
か
く
出
で

ゆ
く
を
見
ん
と
て
︑
つ
ど
ひ
集
ま
り
た
る
程
に
︑
た
が
へ
て
西
の
陣
よ
り
︑

殿
上
の
畳
な
が
ら
︑
か
き
出
で
て
出
ぬ
れ
ば
︑
人
〳
〵
も
見
ず
な
り
ぬ
﹂

︵
一
二
一
︶

�﹁
家
は
姉
が
小
路
の
南
︑
高
倉
の
東
に
居
た
り
け
り
﹂︵
一
二
五
︶

�﹁
陽
成
院
お
り
居
さ
せ
給
て
の
御
所
は
︑
宮
よ
り
は
北
︑
西
洞
院
よ
り
は
西
︑

油
小
路
よ
り
は
東
に
て
な
ん
あ
り
け
る
﹂︵
一
五
八
︶

�﹁
西
の
四
条
よ
り
は
北
︑
皇
嘉
門
よ
り
西
︑
人
も
住
ま
ぬ
う
き
の
ゆ
ふ
〳
〵

と
し
た
る
︑
一
町
ば
か
り
な
る
う
き
あ
り
﹂︵
一
六
一
︶

�﹁
南
の
町
は
大
納
言
源
の
貞
と
い
ひ
け
る
人
の
家
︑
北
の
町
は
此
上
緒
の
主

の
︑
う
め
て
作
れ
る
家
な
り
﹂︵
一
六
一
︶

�﹁
王
城
の
北
︑
上
出
雲
寺
と
い
ふ
寺
﹂︵
一
六
八
︶

�﹁
艮
方
に
向
ひ
て
︑﹁
我
山
の
三
宝
︑
助
け
給
へ
﹂
と
︑
手
を
す
り
て
祈
請
し

給
に
﹂︵
一
七
〇
︶

�﹁
伝
へ
て
聞
け
ば
︑
こ
の
国
よ
り
東
に
︑
日
本
と
云
国
あ
な
り
﹂︵
一
七
九
︶

�﹁
胡
国
と
い
ふ
は
︑
唐
よ
り
も
は
る
か
に
北
と
聞
く
を
﹂︵
一
八
七
︶

�﹁
さ
れ
ば
胡
国
と
日
本
の
む
か
し
の
奥
の
地
と
は
︑
さ
し
あ
ひ
て
ぞ
あ
ん
な

る
と
申
け
る
﹂︵
一
八
七
︶

�﹁
比
良
山
の
西
に
︑
葛
川
の
三
滝
と
い
ふ
所
に
も
通
て
︑
行
給
け
り
﹂︵
一
九

三
︶

ア
乙

不
定
空
間
を
表
現
し
た
も
の

二
四
例

�﹁
あ
れ
は
七
条
町
に
江
冠
者
が
家
の
︑
お
ほ
東
に
あ
る
鋳
物
師
が
妻
を
︑
み

そ
か
〳
〵
に
入
り
臥
し
〳
〵
せ
し
程
に
﹂︵
五
︶

�﹁
四
条
の
北
な
る
小
路
に
︑
ゑ
ど
を
ま
る
﹂︵
一
九
︶

�﹁
静
寛
僧
正
は
西
塔
の
千
手
院
と
い
ふ
所
に
住
給
へ
り
︒
そ
の
所
は
南
む
き

に
て
︑
大
嶽
を
ま
も
る
所
に
て
有
け
り
︒
大
嶽
の
乾
の
方
の
そ
ひ
に
︑
大
成

い
は
ほ
あ
り
﹂
︵
二
一
︶

�﹁
折
し
も
風
の
南
の
簾
を
吹
あ
げ
た
る
に
﹂︵
三
三
︶

�﹁
こ
の
北
に
は
︑
誰
が
居
給
へ
る
ぞ
﹂
︵
三
三
︶

�﹁
南
の
お
も
て
の
︑
西
の
方
な
る
妻
戸
口
に
ぞ
︑
常
に
人
に
あ
ひ
︑
物
な
ど

い
ふ
所
な
り
け
る
﹂︵
四
七
︶

�﹁
さ
て
︑
此
馬
は
南
天
竺
の
西
の
浜
に
い
た
り
て
ふ
せ
り
ぬ
﹂︵
九
一
︶

�﹁
御
堂
の
東
の
妻
に
も
あ
ま
た
立
て
︑
む
か
ひ
あ
ひ
た
れ
ば
﹂︵
九
五
︶

�﹁
東
の
廊
の
前
に
曳
た
る
幕
の
う
ち
に
︑
引
出
物
の
馬
を
引
立
て
あ
り
け
る

が
﹂︵
九
七
︶

�﹁
西
の
方
に
猟
師
あ
り
﹂
︵
一
〇
四
︶

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話
﹁
世
尊
寺
ニ
死
人
ヲ
掘
出
事
﹂
考
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�﹁
東
の
山
の
峯
よ
り
月
の
出
る
や
う
に
見
え
て
﹂︵
一
〇
四
︶

�﹁
我
は
此
艮
の
す
み
に
あ
り
︒
そ
れ
よ
り
日
に
一
度
︑
樋
爪
の
橋
の
も
と
に

ま
か
り
て
︑
苦
を
受
け
侍
る
な
り
﹂︵
一
一
八
︶

�﹁
西
よ
り
出
さ
せ
給
は
ざ
ら
ま
し
か
ば
﹂︵
一
二
一
︶

�﹁
西
の
大
垣
の
内
は
影
に
て
︑
人
の
立
て
ら
ん
も
見
え
ぬ
に
﹂︵
一
三
二
︶

�﹁
出
で
ざ
ま
に
︑
西
台
の
簀
子
に
つ
い
ゐ
て
﹂︵
一
四
三
︶

�﹁﹁
何
事
か
あ
ら
ん
﹂
と
思
て
︑
頭
さ
し
出
し
て
西
の
方
を
見
や
れ
ば
﹂︵
一

四
四
︶

�﹁
夜
中
ば
か
り
に
︑
西
対
の
塗
籠
を
開
け
て
︑
そ
よ
め
き
て
人
の
参
る
や
う

に
お
ぼ
さ
れ
け
れ
ば
﹂︵
一
五
一
︶

�﹁
こ
れ
よ
り
西
に
廿
余
町
の
き
て
︑
麻
の
畠
あ
り
﹂︵
一
五
五
︶

�﹁
夜
の
深
ぬ
れ
ば
︑
寺
戸
の
西
の
か
た
な
る
板
屋
の
軒
に
お
り
て
﹂︵
一
六

三
︶

�﹁
奥
の
地
よ
り
北
に
見
渡
さ
る
ゝ
地
あ
ん
な
り
﹂︵
一
八
七
︶

�﹁
中
門
の
北
の
廊
の
す
み
に
か
ゞ
ま
り
ゐ
て
︑
つ
ゆ
目
も
見
か
く
る
人
も
な

き
に
︑
仁
王
経
他
念
な
く
読
み
奉
る
﹂︵
一
九
一
︶

�﹁
こ
れ
よ
り
北
の
谷
︑
峰
百
町
を
越
て
︑
中
に
高
き
峯
あ
り
﹂︵
一
九
二
︶

�﹁
御
階
の
東
の
腋
の
高
欄
に
立
な
が
ら
︑
押
し
か
ゝ
り
て
祈
奉
る
﹂︵
一
九

三
︶

�﹁
し
わ
び
て
︑
西
の
里
な
る
人
の
女
を
︑
妻
に
し
て
通
け
れ
ば
﹂︵
一
九
四
︶

イ

特
定
の
場
所
を
意
味
し
な
い
表
現

一
〇
例

�﹁
と
る
物
も
と
あ
り
へ
ず
︑
逃
て
︑
西
へ
走
し
が
﹂
(五
)

�﹁
南
殿
の
御
階
よ
り
く
だ
り
て
︑
屏
の
本
に
北
向
に
立
て
﹂
︵
二
〇
︶

�﹁
大
学
の
東
門
を
過
て
︑
南
ざ
ま
に
ゆ
か
ん
と
し
け
る
を
︑
大
学
の
衆
ど
も

も
︑
あ
ま
た
東
の
門
に
出
て
︑
す
ゞ
み
た
て
り
け
る
に
﹂︵
三
一
︶

�﹁
五
百
人
の
商
人
を
船
に
の
せ
て
︑
か
ね
の
つ
へ
行
に
︑
俄
に
あ
し
き
風
吹

て
︑
舟
を
南
の
か
た
へ
吹
き
も
て
ゆ
く
事
︑
矢
を
射
が
ご
と
し
﹂︵
九
一
︶

�﹁
梶
も
な
き
舟
に
乗
て
︑
向
ひ
の
嶋
に
行
に
︑
朝
に
は
南
の
風
吹
き
て
︑
北

の
嶋
に
吹
つ
け
つ
︒
夕
に
は
︑
又
︑
舟
に
木
を
こ
り
入
て
ゐ
た
れ
ば
︑
北
の

風
吹
て
︑
家
に
吹
き
つ
け
つ
﹂︵
一
五
三
︶

�﹁
呪
を
誦
じ
か
け
て
︑
空
へ
投
げ
上
げ
た
れ
ば
︑
忽
に
白
鷺
に
成
て
︑
南
を

さ
し
て
飛
行
け
り
﹂︵
一
八
四
︶

�﹁
只
一
人
︑
山
を
越
て
︑
北
ざ
ま
に
お
は
し
け
る
程
に
﹂︵
一
八
六
︶

�﹁
殿
︑
御
覧
じ
て
︑﹁
今
一
度
︑
北
へ
渡
れ
﹂
と
仰
あ
り
け
れ
ば
︑
ま
た
北
へ

渡
り
ぬ
︒
さ
て
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
︑
又
︑
南
へ
帰
渡
る
に
︑
此
た
び
は
︑

兼
行
さ
き
に
南
へ
渡
り
ぬ
﹂
︵
一
八
八
︶

�﹁
こ
は
い
か
に
と
思
ふ
程
に
︑
む
か
ひ
に
引
た
る
幔
よ
り
東
を
渡
る
な
り
け

り
﹂︵
一
八
八
︶

�﹁
幔
の
上
よ
り
冠
の
巾
子
斗
見
え
て
︑
南
へ
渡
り
た
り
け
る
を
﹂
︵
一
八
八
︶

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話
﹁
世
尊
寺
ニ
死
人
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掘
出
事
﹂
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ウ

極
楽
浄
土
を
意
味
す
る
﹁
西
｣

四
例

�﹁
行
住
坐
臥
︑
西
方
を
う
し
ろ
に
せ
ず
︒
つ
は
き
を
は
き
︑
大
小
便
︑
西
に

む
か
は
ず
︒
入
日
を
せ
な
か
に
負
は
ず
︒
西
坂
よ
り
山
へ
の
ぼ
る
時
は
︑
身

を
そ
ば
だ
て
て
あ
ゆ
む
﹂︵
七
三
︶

�﹁
こ
の
聖
︑
た
う
さ
き
に
て
西
に
向
ひ
て
︑
川
に
ざ
ぶ
り
と
入
程
に
﹂︵
一
三

三
︶

�﹁
限
な
く
念
比
に
念
仏
申
て
︑
水
を
浴
み
︑
香
を
た
き
︑
花
を
散
ら
し
て
︑

弟
子
ど
も
に
念
仏
も
ろ
と
も
に
申
さ
せ
て
︑
西
に
む
か
ひ
て
ゐ
た
り
﹂︵
一

六
九
︶

�﹁
引
き
あ
け
て
見
け
れ
ば
︑
西
に
向
︑
端
座
合
掌
し
て
︑
は
や
死
給
へ
り
﹂

︵
一
九
四
︶

以
上
の
よ
う
に
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
方
角
表
現
は
︑
大
き
く
﹁
ア

特
定
の
場

所
を
示
す
た
め
の
表
現
﹂︑﹁
イ

特
定
の
場
所
を
意
味
し
な
い
表
現
﹂︑﹁
ウ

極
楽
浄
土
を
意
味
す
る
﹁
西
﹂﹂
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
︒
ア
に
つ
い
て
は
︑

特
定
の
場
所
に
名
前
が
あ
る
の
か
︑
方
向
の
み
で
不
定
空
間
を
示
し
て
い
る
の

か
で
甲
乙
の
下
位
分
類
を
し
た
︒
イ
は
ア
で
は
な
い
も
の
で
︑
動
作
の
方
向
性

を
意
味
す
る
も
の
が
多
い
︒
ウ
は
方
角
表
現
が
観
念
上
の
場
所
を
意
味
す
る
も

の
な
の
で
︑
ア
に
は
含
ま
ず
別
の
分
類
と
し
て
い
る
︒

こ
の
分
類
に
よ
る
と
︑
挙
げ
た
方
角
表
現
は
五
七
例
中
四
三
例
が
ア
に
属
す

る
︒﹃
宇
治
拾
遺
﹄
に
お
け
る
方
角
表
現
は
基
本
的
に
特
定
の
場
所
を
指
そ
う

と
す
る
志
向
が
あ
る
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
一
〇
一
話
の
東
大
寺
の
﹁
坤
﹂︵
南

西
︶
に
信
貴
山
︑
一
七
〇
話
の
都
か
ら
見
て
﹁
艮
﹂
︵
北
東
︶
の
比
叡
山
︑
一

七
九
話
の
新
羅
の
東
に
日
本
︑
一
八
七
話
の
陸
奥
の
北
︵
東
︶
に
胡
国
な
ど
︑

方
角
表
現
は
平
安
時
代
後
期
の
認
識
に
即
し
た
事
実
に
お
い
て
も
一
致
す
る
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
よ
っ
て
︑
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
方
角
表
現
は
﹁
西
﹂
が
極

楽
浄
土
を
意
味
す
る
も
の
を
除
け
ば
︑
単
純
に
方
位
を
意
味
し
て
い
る
と
捉
え

ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
方
位
認
識
は
事
実
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
︒

第
三
節

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
と
四
隅
表
現

さ
ら
に
︑
本
説
話
に
お
け
る
﹁
坤
﹂・﹁
乾
﹂
に
踏
み
込
む
前
に
四
隅
表
現
自

体
に
性
格
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
確
認
し
た
い
︒
前
節
で
本
説
話
以
外
の
﹃
宇

治
拾
遺
﹄
に
お
け
る
方
角
表
現
を
全
て
列
挙
し
た
が
︑
四
隅
表
現
は
五
例
し
か

な
か
っ
た
︒
そ
の
一
方
︑
四
方
表
現
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
場
所
を
表
現

す
る
例
も
あ
る
た
め
︑
四
隅
表
現
が
わ
ざ
わ
ざ
使
わ
れ
る
の
に
は
何
か
の
意
味

が
あ
る
と
見
な
せ
る
可
能
性
が
あ
る⑮

︒

そ
こ
で
五
例
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す

る
︒

�﹁
静
寛
僧
正
は
西
塔
の
千
手
院
と
い
ふ
所
に
住
給
へ
り
︒
そ
の
所
は
南

む
き
に
て
︑
大
嶽
を
ま
も
る
所
に
て
有
け
り
︒
大
嶽
の
乾
の
方
の
そ
ひ
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に
︑
大
成
い
は
ほ
あ
り
﹂︵
二
一
︶

大
嶽
︑
す
な
わ
ち
大
比
叡
の
北
西
︵﹁
乾
﹂︶
に
大
き
な
岩
が
あ
っ
た
と
い
う

記
述
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
其
岩
の
す
ぢ
に
向
て
住
け
る
僧
ど
も
﹂
は
多
く
が
死

に
︑
こ
の
岩
は
﹁
毒
竜
の
巌
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒﹁
毒
竜

の
巌
﹂
た
る
所
以
は
﹁
竜
の
口
を
あ
き
た
る
に
似
﹂
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
さ

れ
て
い
る
が
︑
大
比
叡
の
北
西
に
あ
る
岩
は
筋
向
い
の
僧
か
ら
す
れ
ば
︑
南
東

に
位
置
す
る
も
の
で
︑﹁
巽
﹂
か
ら
の
言
語
遊
戯
的
連
想
が
働
い
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
︒

�﹁
東
大
寺
の
仏
の
御
前
に
候
て
︑
い
づ
く
に
か
行
し
て
︑
の
ど
や
か
に

住
ぬ
べ
き
所
あ
る
と
︑
よ
ろ
づ
の
所
を
見
回
し
け
る
に
︑
坤
の
か
た
に

あ
た
り
て
︑
山
か
す
か
に
見
ゆ
﹂︵
一
〇
一
︶

�﹁
た
づ
ぬ
る
僧
の
あ
り
所
は
︑
こ
れ
よ
り
坤
の
方
に
山
あ
り
﹂︵
一
〇

一
︶

東
大
寺
か
ら
見
て
南
西
︵﹁
坤
﹂︶
に
位
置
す
る
そ
の
山
は
信
貴
山
︵﹁
河
内

の
信
貴
﹂︶
で
あ
る
︒
東
大
寺
と
信
貴
山
の
位
置
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
が
︑
そ
れ
以
上
の
含
意
を
説
話
中
か
ら
読
み
取
る
の
は
難
し
い
︒

�﹁
我
は
此
艮
の
す
み
に
あ
り
︒
そ
れ
よ
り
日
に
一
度
︑
樋
爪
の
橋
の
も

と
に
ま
か
り
て
︑
苦
を
受
け
侍
る
な
り
﹂︵
一
一
八
︶

死
後
の
﹁
さ
だ
ゆ
ふ
﹂
が
一
日
に
一
度
樋
爪
の
橋
で
苦
を
受
け
て
い
た
と
こ

ろ
︑
そ
の
罪
の
重
さ
で
身
体
が
重
く
な
っ
た
︒
あ
る
時
︑
河
内
前
司
の
飼
っ
て

い
た
牛
が
樋
爪
の
橋
か
ら
車
を
落
下
さ
せ
て
し
ま
っ
た
が
︑
牛
は
車
に
引
き
摺

ら
れ
ず
橋
の
上
で
踏
み
と
ど
ま
っ
た
こ
と
か
ら
︑
﹁
い
み
じ
き
牛
の
力
﹂
と
讃

え
ら
れ
た
︒
そ
の
後
︑
こ
の
牛
は
に
わ
か
に
行
方
不
明
に
な
っ
た
が
︑
そ
れ
は

﹁
さ
だ
ゆ
ふ
﹂
が
そ
の
牛
の
強
力
を
見
込
ん
で
乗
り
物
と
し
て
使
っ
て
い
た
こ

と
を
河
内
前
司
の
夢
の
中
で
明
か
し
た
と
い
う
の
が
︑
用
例
に
至
る
内
容
で
あ

る
︒﹁

艮
﹂
は
一
般
に
鬼
門
の
方
角
と
さ
れ
る
た
め
︑
﹁
さ
だ
ゆ
ふ
﹂
が
﹁
艮
の
す

み
﹂
に
い
る
と
言
う
の
は
︑
象
徴
的
意
味
を
含
ん
で
い
る
︒
ま
た
︑
樋
爪
の
橋

は
実
在
の
地
名
な
が
ら
︑
﹁
ひ
づ
め
﹂
と
い
う
音
は
蹄
に
通
じ
る
︒
こ
れ
を
考

え
れ
ば
︑﹁
艮
﹂
は
話
の
中
で
重
要
な
牛
を
意
識
さ
せ
る
言
語
遊
戯
的
な
側
面

も
見
出
せ
よ
う
︒

�﹁
艮
方
に
向
ひ
て
︑﹁
我
山
の
三
宝
︑
助
け
給
へ
﹂
と
︑
手
を
す
り
て
祈

請
し
給
に
﹂︵
一
七
〇
︶

慈
覚
大
師
が
唐
を
訪
れ
た
際
に
異
様
な
纐
纈
城
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
し
て

﹁
艮
﹂
に
祈
請
し
た
︒
こ
こ
で
の
﹁
艮
﹂
は
そ
の
後
の
慈
覚
大
師
の
言
葉
に
あ

る
﹁
我
山
﹂
の
こ
と
で
︑
比
叡
山
を
指
す
︒
厳
密
に
言
え
ば
纐
纈
城
や
唐
か
ら

見
て
北
東
に
比
叡
山
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
比
叡
山
を
﹁
艮
﹂
に
あ
る

と
す
る
の
は
平
安
京
の
目
線
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
艮
﹂
は
平
安
京
の
鬼
門
の

守
護
者
た
る
比
叡
山
と
い
う
理
念
を
含
ん
だ
表
現
と
捉
え
ら
れ
る
︒

以
上
に
お
い
て
確
認
し
た
五
例
か
ら
四
隅
表
現
そ
れ
自
体
に
共
通
す
る
特
徴

﹃
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図．『拾芥抄』付録の表をもとに本説話に関わる部分を作図した。

桃園邸

達智門

大
宮
大
路

一条大路

茶
園

内
教
坊

上
東
門

主
殿
寮

大
宿
直

塚

を
見
出
す
の
は
困
難
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
い
ず
れ
の
例
も
四
隅
表
現
が
使
わ
れ

る
の
に
は
︑
言
語
遊
戯
で
あ
れ
事
実
に
基
く
も
の
で
あ
れ
そ
れ
を
使
う
意
義
を

有
す
る
と
は
言
え
よ
う
︒

第
四
節

方
角
が
示
す
平
安
京
の
空
間
と
本
説
話
の
読
解

そ
れ
で
は
︑
桃
園
邸
に
お
い
て
﹁
坤
﹂・﹁
乾
﹂
と
い
っ
た
方
角
表
現
は
何
を

指
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
以
上
の
検
討
に
お
い
て
︑﹃
宇
治

拾
遺
﹄
の
方
角
表
現
に
は
特
定
の
場
所
を
示
す
志
向
が
あ
る
こ
と
︑
四
隅
表
現

に
は
そ
の
表
現
を
必
要
と
す
る
何
ら
か
の
意
義
が
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
た
︒

そ
う
で
あ
る
な
ら
︑
本
説
話
の
四
隅
表
現
も
何
ら
か
の
位
置
関
係
を
示
唆
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒

﹃
拾
芥
抄
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
世
尊
寺
﹂
は
﹁
一
条
北
︑
大
宮
西
︑
本
小
路
東
︑

無
レ

路
南
︑
伊
尹
摂
政
家
︑
本
主
貞
純
親
王
云
云
﹂
と
す
る⑯

︒
一
条
は
一
条
通
︑

大
宮
は
大
宮
通
の
こ
と
で
︑
桃
園
邸
は
厳
密
に
は
平
安
京
の
外
に
な
る
が
︑
大

内
裏
の
北
東
部
に
隣
接
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
︑
大
内
裏
の
内
部

北
東
に
は
主
殿
寮
が
存
在
し
て
い
た⑰

︒
桃
園
邸
と
主
殿
寮
は
大
内
裏
の
壁
を
隔

て
て
隣
接
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
︑
第
一
の
話
が
﹁
主

殿
頭
ち
か
み
つ
﹂
の
紹
介
で
締
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
大
内
裏
と
桃
園
邸
の

位
置
関
係
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
読
め
る
︒

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
︑
本
説
話
の
読
解
を
試
み
る
と
次
の
よ
う
な
構
造

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話
﹁
世
尊
寺
ニ
死
人
ヲ
掘
出
事
﹂
考

八
七



が
あ
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
第
一
の
記
事
は
第
二
の
記
事
へ
の
前
提
を

形
成
し
て
い
る
︒
世
尊
寺
と
い
う
空
間
に
怪
異
が
あ
る
こ
と
を
︑
大
納
言
の
死

に
よ
っ
て
示
唆
し
つ
つ
︑﹁
主
殿
頭
ち
か
み
つ
﹂
に
よ
っ
て
大
内
裏
と
の
位
置

関
係
を
暗
示
す
る
︒
大
内
裏
に
お
い
て
鬼
門
に
位
置
す
る
世
尊
寺
は
や
は
り
怪

異
的
空
間
な
の
で
あ
る
︒

第
二
の
記
事
に
お
い
て
一
条
摂
政
が
﹁
坤
﹂
の
角
の
塚⑱

を
除
い
た
こ
と
は
︑

大
内
裏
か
ら
見
て
鬼
門
を
象
徴
す
る
物
体
を
破
壊
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
塚

の
下
に
は
﹁
石
の
唐
櫃
﹂
が
あ
り
︑
そ
の
中
に
は
死
体
が
あ
っ
た
が
︑
本
説
話

は
こ
れ
を
墓
と
は
呼
ん
で
い
な
い
︒
消
極
的
で
は
あ
る
が
︑
本
説
話
が
﹁
塚
﹂

を
墓
と
呼
ば
な
い
の
は
﹁
塚
﹂
に
墓
以
上
の
意
味
付
け
を
し
て
い
る
証
左
と
言

え
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
塚
﹂
が
破
壊
さ
れ
た
結
果
出
現
し
た
尼
の
形
象
に
つ

い
て
は
本
論
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
︑
北
西
か
ら
の
風
に
よ
っ
て
﹁
塚
﹂
が
消

え
去
る
こ
と
は
︑
単
に
桃
園
邸
の
改
変
を
示
す
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
大

内
裏
と
桃
園
邸
を
結
び
付
け
て
き
た
象
徴
た
る
﹁
塚
﹂
が
北
西
か
ら
の
風
に
よ

っ
て
消
失
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
第
三
の
記
事
で
一
条
摂
政
は
亡
く
な
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
死
は

﹁
祟
り
に
や
﹂
と
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
は
単
に
第
二
の
記
事
の
尼
の
祟
り
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
︒
大
内
裏
の
鬼
門
の
守
護
が
失
わ
れ
て
起
き
た
の
が
﹁
祟
り
﹂

で
あ
り⑲

︑
そ
の
結
果
と
し
て
一
条
摂
政
は
亡
く
な
る
の
で
あ
る
︒

本
説
話
は
三
つ
の
記
事
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
示
す

と
次
の
よ
う
に
な
る
︒
第
一
の
記
事
は
桃
園
邸
が
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
か
︑

怪
異
性
と
大
内
裏
と
の
位
置
関
係
を
示
唆
し
︑
本
説
話
が
展
開
す
る
た
め
の
前

提
を
形
成
す
る
︒
第
二
の
記
事
は
第
一
の
記
事
で
示
唆
さ
れ
た
大
内
裏
と
桃
園

邸
と
の
関
係
性
を
破
壊
す
る
事
件
を
記
す
︒
第
三
の
記
事
は
第
二
の
記
事
の
事

件
の
結
果
と
し
て
一
条
摂
政
の
死
が
﹁
祟
り
﹂
と
し
て
置
か
れ
る
︒
本
説
話
は

こ
の
よ
う
な
構
成
に
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
で
円
滑
に
読
解
で
き
る
︒

ま
と
め

古
代
平
安
京
の
説
話
と
し
て
の

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話

本
説
話
は
先
行
研
究
で
は
単
に
怪
異
譚
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
は

誤
り
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
︑
第
二
の
記
事
に
の
み
焦
点
を
合
わ
せ
て

い
た
と
言
え
る
︒
と
は
言
え
︑
確
か
に
本
説
話
は
三
つ
の
記
事
の
連
関
が
容
易

に
は
掴
め
な
い
︒

先
行
研
究
に
お
い
て
は
桃
園
邸
が
怪
異
を
匂
わ
せ
る
空
間
で
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
本
論
で
は
桃
園
大
納
言
︑
﹁
主
殿
頭
ち
か
み
つ
﹂
︑

一
条
摂
政
の
三
人
に
つ
い
て
人
物
造
型
に
注
目
し
て
考
察
を
行
っ
た
︒
そ
の
結

果
︑
こ
れ
ら
の
表
現
に
よ
っ
て
本
説
話
は
十
分
に
読
解
し
得
な
い
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
︒

そ
こ
で
本
論
で
は
方
角
表
現
に
着
目
し
た
︒
す
る
と
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄
の
方

角
表
現
は
単
純
に
位
置
を
示
す
用
例
が
多
い
こ
と
が
看
取
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
本
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物
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﹁
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説
話
は
方
角
表
現
を
用
い
て
間
接
的
に
説
話
の
舞
台
と
そ
の
周
辺
の
空
間
を
想

起
さ
せ
︑
説
話
を
成
立
さ
せ
る
仕
掛
け
が
あ
る
と
い
う
読
解
を
試
み
た
︒
そ
の

結
果
︑
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
本
説
話
の
構
造
を
提
示
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
︒

こ
れ
は
本
説
話
の
成
立
が
古
代
平
安
京
と
い
う
場
に
依
存
す
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
考
え
る
︒
平
安
京
は
桓
武
天
皇
の
遷
都
か
ら
出
発
し
た
都
市
で
あ
る

が
︑
未
完
成
の
ま
ま
終
わ
っ
た
︒
さ
ら
に
平
安
時
代
中
期
に
は
右
京
が
衰
退
し
︑

当
初
の
都
市
建
設
プ
ラ
ン
は
明
確
に
破
綻
し
始
め
る
︒
何
度
も
消
失
し
た
大
内

裏
は
平
安
時
代
末
期
よ
り
再
建
す
ら
滞
る
よ
う
に
な
り
︑
安
貞
元
年
︵
一
二
二

七
︶
の
火
災
以
降
再
建
も
さ
れ
な
く
な
る
︒
古
代
平
安
京
は
平
安
時
代
中
期
か

ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
ゆ
る
や
か
に
そ
の
姿
を
失
っ
た
︒
大
内
裏
の
鬼
門

た
る
﹁
艮
﹂
に
怪
異
の
住
居
が
あ
り
︑
大
内
裏
と
の
連
想
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
た
説
話
が
︑
位
置
関
係
を
話
中
に
直
接
的
に
示
す
こ
と
な
く
方
角
表
現
を

以
て
意
味
を
持
っ
て
享
受
さ
れ
た
の
は
限
ら
れ
た
時
間
で
あ
り
︑
そ
の
享
受
者

た
ち
は
古
代
都
市
平
安
京
の
住
人
の
み
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
︑
本
説
話
は

第
一
の
記
事
︑
第
二
の
記
事
︑
第
三
の
記
事
全
て
を
備
え
た
形
と
し
て
は
他
に

類
話
を
見
な
い
の
で
あ
る
︒

注①

以
下
︑﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
本
文
を
引
用
す
る
場
合
︑
基
本
的
に
三
木
紀
人
・

浅
見
和
彦
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾
遺
物
語
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九

九
〇
年
︶
に
よ
り
︑﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
を
基
本
的
に
﹃
宇
治
拾
遺
﹄
と
略
す
︒
本

文
で
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾
遺
物
語
﹄
を
呼
ぶ
場
合
︑
単
に
新
大
系
と

呼
ぶ
︒
ま
た
︑
第
八
四
話
を
単
に
﹁
本
説
話
﹂
と
呼
称
す
る
︒

②

中
島
悦
次
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
・
打
聞
集
全
註
解
﹄
︵
有
精
堂
出
版
︑
一
九
七
〇
年
︶

を
単
に
全
註
解
と
呼
ぶ
︒

③

大
島
建
彦
校
注
﹃
日
本
古
典
集
成

宇
治
拾
遺
物
語
﹄︵
新
潮
社
︑
一
九
八
五
年
︶

を
単
に
集
成
と
呼
ぶ
︒

④

①
を
参
照
の
こ
と
︒

⑤

小
林
保
治
・
増
古
和
子
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

宇
治
拾
遺
物

語
﹄︵
小
学
館
︑
一
九
九
六
年
︶
を
単
に
新
編
全
集
と
呼
ぶ
︒

⑥

﹃
富
家
語
﹄
の
本
文
は
池
上
洵
一
他
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

江
談
抄
・

中
外
抄
・
富
家
語
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
七
年
︶
に
よ
る
︒

⑦

な
お
︑
藤
原
師
氏
が
﹁
大
将
﹂
に
任
官
し
た
と
す
る
経
歴
は
確
か
め
ら
れ
な
い
︒

⑧

山
中
裕
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

栄
花
物
語
﹄︵
第
一
巻
︶
小
学

館
︑
一
九
九
五
年
︑
二
一
頁
︒

⑨

山
中
裕
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

栄
花
物
語
﹄︵
第
一
巻
︶
小
学

館
︑
一
九
九
五
年
︑
七
四
頁
︒

⑩

川
端
喜
明
・
荒
木
浩
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

古
事
談
・
続
古
事
談
﹄
岩

波
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︑
一
二
七
頁
︒

⑪

橘
健
二
・
加
藤
静
子
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

大
鏡
﹄
小
学
館
︑

一
九
九
六
年
︑
一
七
四
頁
︒

⑫

⑪
に
同
じ
︒

⑬

付
言
し
て
お
く
が
︑
本
論
で
検
討
し
た
三
人
に
つ
い
て
説
話
的
な
人
物
造
型
が
強

く
看
取
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
は
︑
現
存
の
歴
史
書
・
物
語
・
説
話
な
ど
に
そ
の
人

物
に
関
係
す
る
も
の
が
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
残
存
の
問
題
も
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話
﹁
世
尊
寺
ニ
死
人
ヲ
掘
出
事
﹂
考
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藤
原
師
氏
と
藤
原
伊
尹
は
当
時
の
藤
原
北
家
の
主
流
に
近
し
い
人
物
で
も
あ
り
︑

﹃
大
鏡
﹄
や
﹃
栄
花
物
語
﹄
に
依
る
限
り
︑
基
本
的
な
人
物
造
型
は
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
︒
そ
の
た
め
︑
師
氏
︑
伊
尹
に
現
存
し
得
な
か
っ
た
説
話
的
人
物
造
型
が

あ
る
と
し
て
も
本
論
の
主
旨
に
は
影
響
し
な
い
︒

⑭

な
お
︑
乾
の
注
釈
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
︑
三
谷
栄
一
﹃
日
本
文
学
の
民
俗
学
的
研

究
﹄︵
有
精
堂
出
版
︑
一
九
六
〇
年
︶
に
よ
る
と
︑﹁
亥
の
神
は
田
の
神
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
︑
倉
や
福
徳
を
司
る
神
と
い
ふ
信
仰
が
強
か
つ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け

に
亥
の
神
も
犬
の
信
仰
と
よ
く
似
て
ゐ
た
と
い
へ
る
︒
し
か
も
共
に
一
方
は
祖
霊
神

と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
他
方
は
祖
霊
神
の
神
使
と
み
ら
れ
︑
霊
界
と
深

い
関
係
の
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
︒
そ
の
祖
霊
神
の
坐
す
彼
方
が
漠
然
と
し
た
西
方
を

考
へ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
に
︑
大
陸
か
ら
の
方
位
説
が
輸
入
さ
れ
て
︑
ヰ
の
方
角
と
か
イ

の
方
角
と
説
か
れ
る
や
︑
亥
の
神
や
犬
の
神
の
信
仰
と
も
一
緒
に
な
つ
て
︑
戌
亥
の

方
角
が
一
層
祖
霊
の
去
来
す
る
方
角
︑
鎮
り
ま
す
彼
方
と
︑
考
へ
ら
れ
て
来
た
の
で

は
な
か
つ
た
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
﹂︵
一
五
九
頁
︶
と
し
て
い
る
︒

⑮

な
お
︑
他
の
作
品
に
お
け
る
四
隅
表
現
や
当
時
の
認
識
に
つ
い
て
は
︑
本
論
で
は

一
先
ず
措
き
︑
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
︒

⑯

以
上
の
引
用
は
今
村
定
介
﹃
増
訂
故
実
叢
書

拾
芥
抄
・
禁
秘
抄
考
註
﹄︵
一
九

二
八
年
︑
吉
川
弘
文
館
︶
に
よ
る
︵
四
〇
〇
頁
︶︒

⑰

今
村
定
介
﹃
増
訂
故
実
叢
書

拾
芥
抄
・
禁
秘
抄
考
註
﹄︵
一
九
二
八
年
︑
吉
川

弘
文
館
︶
に
よ
る
と
︑
主
殿
寮
の
位
置
と
し
て
﹁
宮
城
内
上
東
門
北
大
宿
北
﹂︵
三

二
五
頁
︶
と
あ
る
︒

⑱

な
お
︑﹃
宇
治
拾
遺
﹄
に
は
本
説
話
以
外
の
三
話
に
﹁
塚
﹂
が
現
れ
る
︒
一
八
話

の
﹁
つ
か
﹂
は
下
人
へ
の
命
令
を
下
す
﹁
人
よ
び
の
岡
﹂︑
四
七
話
の
﹁
塚
﹂
は
葬

送
を
し
て
も
な
ぜ
か
遺
体
が
家
に
戻
っ
て
き
て
し
ま
う
娘
を
家
の
中
で
葬
っ
た
際
に

作
ら
れ
た
﹁
た
か
〴
〵
﹂
と
し
た
墓
︑
五
三
話
の
﹁
塚
屋
﹂
は
人
間
に
取
り
付
い
た

狐
の
住
処
で
あ
る
︒﹁
塚
﹂
に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
す
に
は
用
例
を
欠
い
て
い
る
︒

⑲

﹃
宇
治
拾
遺
﹄
に
は
本
説
話
以
外
の
三
話
に
﹁
祟
り
﹂
の
用
例
が
見
え
る
︒
二
一

話
の
﹁
た
ゝ
り
﹂
は
毒
竜
巌
の
向
か
い
に
住
居
し
て
い
た
僧
が
多
く
亡
く
な
っ
た
こ

と
︑
五
三
話
の
﹁
た
ゝ
り
﹂
は
塚
屋
に
住
む
狐
が
自
身
を
﹁
た
ゝ
り
の
物
の
怪
﹂
で

は
な
い
と
主
張
す
る
下
り
で
使
わ
れ
る
も
の
︑
一
八
四
話
の
﹁
た
ゝ
り
﹂
は
藤
原
顕

光
が
死
後
怨
霊
と
な
り
政
敵
で
あ
る
藤
原
道
長
に
祟
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
二
一
話
・

五
三
話
と
も
に
祟
り
の
性
質
を
場
所
に
因
む
も
の
と
す
る
の
が
本
説
話
と
の
関
係
上

興
味
深
い
︒

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
八
四
話
﹁
世
尊
寺
ニ
死
人
ヲ
掘
出
事
﹂
考
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