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は
じ
め
に
─
う
と
う
の
神
社
か
ら
─

　

青
森
市
安
方
に
善う

と
う知

鳥
神
社
が
あ
る
。
昔
こ
こ
は
安
潟
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
海

鳥
の
群
れ
飛
ぶ
場
所
だ
っ
た
と
い
う
。
神
社
の
境
内
に
「
う
と
う
や
す
か
た
」
の

碑
が
あ
り
、
海
鳥
の
親
子
の
姿
が
彫
り
つ
け
て
あ
る
。「
う
と
う
」
は
親
鳥
の
名
、

「
や
す
か
た
」
は
雛
鳥
。
親
鳥
は
浜
辺
の
砂
地
で
雛
を
育
て
る
。
餌
を
運
ん
で
き

て
「
う
と
う
、
う
と
う
」
と
鳴
け
ば
、
子
は
「
や
す
か
た
、
や
す
か
た
」
と
応
え

て
這
い
出
す
。

─
こ
の
け
な
げ
な
親
子
鳥
の
言
い
伝
え
を
も
と
に
し
た
の
が
謡

曲
『
善
知
鳥
』
で
あ
る
。

　

諸
国
を
旅
す
る
僧
が
陸
奥
の
外
の
浜
を
め
ざ
し
て
い
る
。
立
山
修
行
を
終
え
て

山
を
く
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
老
人
に
声
を
か
け
ら
れ
た
。
外
の
浜
の
猟
師
が
去
年

の
秋
に
亡
く
な
っ
た
の
で
、
こ
の
簔
笠
を
家
族
に
届
け
て
ほ
し
い
と
い
う
。
そ
の

し
る
し
と
し
て
着
て
い
た
麻
衣
の
袖
を
裂
い
て
手
渡
し
た
。
僧
が
う
け
あ
う
と
老

人
は
姿
を
消
し
た
。

　

僧
は
外
の
浜
に
い
た
り
、
妻
と
子
の
暮
ら
す
猟
師
の
家
を
訪
ね
た
。
し
る
し
の

袖
を
妻
が
手
に
す
れ
ば
、
亡
き
夫
の
も
の
に
ま
ち
が
い
な
い
。
蓑
笠
を
手
向
け
た

と
こ
ろ
、
猟
師
の
亡
霊
が
あ
ら
わ
れ
た
。
し
み
じ
み
と
語
り
出
す
。
ど
う
し
て
自

分
は
雛
鳥
を
殺
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
に
も
わ
が
子
が
か
わ
い
い
な
ら

ば
、
親
鳥
と
て
雛
が
か
わ
い
く
な
い
は
ず
は
な
い
…
…
。
そ
う
言
っ
て
子
の
髪
を

な
で
よ
う
と
し
て
も
、
雲
が
隔
て
る
よ
う
に
姿
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

嘆
き
は
つ
づ
く
。
ほ
か
に
暮
ら
し
の
た
づ
き
も
な
く
、
鳥
や
獣
を
捕
ら
え
る
こ

と
を
な
り
わ
い
と
す
る
し
か
な
い
こ
の
身
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
な
ん
と
む
ご
い

殺
生
を
つ
づ
け
た
こ
と
か
。「
う
と
う
」
と
呼
べ
ば
「
や
す
か
た
」
と
応
え
る
。

そ
れ
を
ね
ら
っ
て
捕
ら
え
た
の
だ
。
親
鳥
は
空
か
ら
血
の
涙
を
ふ
ら
す
。
猟
師
は

蓑
笠
を
つ
け
て
赤
い
涙
を
は
ら
う
。
い
く
ら
よ
け
て
も
、
ふ
り
か
か
る
涙
で
目
も

く
ら
む
ば
か
り
。
こ
の
世
で
は
そ
ん
な
は
か
な
い
海
鳥
だ
っ
た
が
、
あ
の
世
で
は

化
鳥
と
な
っ
て
わ
が
身
を
さ
い
な
む
。
今
さ
ら
帰
ら
ぬ
身
の
う
ら
み
ご
と
を
つ
ら

ね
つ
つ
、「
助
け
て
賜
べ
や
、
御
僧
、
助
け
て
賜
べ
や
」
と
言
い
残
し
、
猟
師
の

姿
は
か
き
消
え
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
曲
が
能
楽
の
舞
台
に
か
か
る
と
き
、
後
シ
テ
の
猟
師
の
亡
霊
は
、
お
の
が

罪
業
の
懺
悔
を
か
さ
ね
な
が
ら
も
、
鳥
を
打
ち
す
え
る
さ
ま
を
演
じ
て
い
く
。
何

か
に
憑
か
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
と
む
ら
い
に
手
向
け
た
笠
で
血
の
雨
を
よ
け

善
知
鳥
伝
承
考
（
上
（

─
文
芸
の
源
泉
を
求
め
て
─

菊　

地　

章　

太
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る
。
そ
の
所
作
も
す
さ
ま
じ
く
、
痛
ま
し
い
。

　

ど
う
し
て
こ
ん
な
詮
無
い
物
語
が
生
ま
れ
た
の
か
。
ど
こ
に
も
救
い
が
な
い
で

は
な
い
か
。
み
じ
め
な
だ
け
の
こ
の
哀
話
に
、
し
か
し
多
く
の
人
が
魅
せ
ら
れ

た
。
な
ぜ
だ
ろ
う
。

　

本
稿
は
謡
曲
『
善
知
鳥
』
か
ら
説
き
起
こ
し
、
作
者
の
問
題
を
か
え
り
み
つ

つ
、
そ
こ
に
至
る
文
芸
の
系
譜
を
訪
ね
る
。
つ
づ
い
て
中
世
に
お
け
る
救
い
を
あ

り
か
を
仏
教
文
献
の
な
か
に
探
っ
て
い
く
（
以
上
、
本
号
（。
さ
ら
に
こ
の
主
題

を
追
い
つ
づ
け
、
つ
い
に
放
擲
す
る
し
か
な
か
っ
た
ひ
と
り
の
文
人
の
足
跡
を
た

ど
る
。
そ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
こ
の
物
語
の
悲
し
み
の
根
源
に
せ
ま
り
た
い
。

一
　
親
子
鳥
の
哀
話

『
善
知
鳥
』
の
世
界

　

謡
曲
『
善
知
鳥
』
の
現
代
語
訳
を
試
み
た
い
。
観
世
流
の
寛
永
卯
月
本
を
底
本

と
す
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
を
用
い
た（

（
（

。
ワ
キ
は
旅
僧
、
シ
テ
は
老
人
姿

の
猟
師
の
亡
霊
、
後
シ
テ
は
猟
師
の
亡
霊
、
ツ
レ
は
そ
の
妻
、
子
方
（
台
詞
な

し
（
は
子
の
千
代
童
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

旅
僧　

 「
私
は
諸
国
を
旅
す
る
僧
で
す
。
ま
だ
陸
奥
の
外
の
浜
を
訪
ね
た
こ
と

が
な
い
の
で
、
思
い
立
っ
て
外
の
浜
へ
出
か
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

よ
い
機
会
な
の
で
立
山
修
行
も
し
た
く
思
い
ま
す
」

旅
僧　

 「
道
を
急
い
だ
の
で
立
山
に
着
き
ま
し
た
。
ゆ
っ
く
り
と
見
物
し
た
い

も
の
で
す
」

旅
僧　

 「
さ
て
こ
の
立
山
に
来
て
み
れ
ば
、
目
の
当
た
り
に
広
が
る
地
獄
の
光

景
。
こ
れ
を
見
て
も
怖
が
ら
な
い
人
が
い
る
な
ら
鬼
よ
り
も
お
ぞ
ま
し

い
。
山
道
が
分
か
れ
、
そ
の
先
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
道
に
通
じ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
…
…
。
涙
が
あ
ふ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
罪
を
悔
い
て

時
を
過
ご
し
、
ふ
も
と
に
降
り
ま
し
た
」

老
人　

 「
も
し
、
そ
こ
に
お
ら
れ
る
お
坊
様
、
申
し
あ
げ
た
い
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
す
」

旅
僧　

 「
ど
ん
な
ご
用
件
で
す
か
」

老
人　

 「
陸
奥
へ
下
ら
れ
る
な
ら
言
伝
て
を
お
願
い
し
た
い
の
で
す
。
外
の
浜

で
猟
師
を
し
て
い
た
者
が
去
年
の
秋
亡
く
な
り
ま
し
た
。
妻
子
の
家
を

訪
ね
て
、
そ
こ
に
あ
る
蓑
笠
を
手
向
け
る
よ
う
伝
え
て
く
だ
さ
い
」

旅
僧　

 「
無
理
な
こ
と
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
お
届
け
す
る
の
は
た
や
す
い
こ

と
で
す
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
伝
え
て
も
先
方
は
承
知
し
な
い
の
で
は
」

老
人　

 「
な
る
ほ
ど
確
か
な
品
が
な
く
て
は
困
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
や
、

思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
亡
く
な
る
ま
で
こ
の
老
人
が
来
て
い

た
麻
衣
、
そ
の
袖
を
解
き
ま
し
ょ
う
」

地
謡　

 「
こ
れ
を
し
る
し
の
品
に
と
涙
な
が
ら
に
手
渡
し
て
、
分
か
れ
た
あ
と

に
は
雲
や
煙
が
立
つ
立
山
の
、
木
の
芽
も
萌
え
る
春
、
は
る
ば
る
と
旅

僧
は
陸
奥
へ
下
っ
て
い
く
。
亡
者
は
泣
く
泣
く
見
送
っ
た
き
り
、
姿
を

消
し
て
し
ま
っ
た
」
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─
こ
こ
ま
で
が
立
山
を
舞
台
と
し
た
前
場
で
あ
る
。
流
派
に
よ
っ
て
は
、
こ

の
あ
と
外
の
浜
に
た
ど
り
着
い
た
旅
僧
と
所
の
者
と
の
問
答
が
あ
る
。
亡
く
な
っ

た
猟
師
の
家
は
「
あ
の
高
も
が
り
の
屋
の
内
」
だ
と
い
う（

（
（

。
高
も
が
り
は
忌い

が
き垣

で

あ
ろ
う
。
死
人
の
出
た
家
に
め
ぐ
ら
す
殯

も
が
りの

柵
で
囲い

が
き垣

と
も
い
う（

（
（

。
旅
僧
が
訪
ね

て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
妻
と
子
が
ぽ
つ
ね
ん
と
暮
ら
し
て
い
た
。
つ
づ
い
て
後
場
に

移
る
。

妻　
　

 「
ど
う
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
が
世
の
つ
ね
と
思
っ
て
は
み
て
も
、

は
か
な
く
結
ば
れ
た
夫
と
死
に
別
れ
、
忘
れ
形
見
の
こ
の
子
ま
で
が
深

い
悲
し
み
を
誘
う
。
母
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
」

旅
僧　

 「
こ
ち
ら
の
お
宅
へ
案
内
を
お
願
い
し
ま
す
」

妻　
　
「
ど
な
た
で
す
か
」

旅
僧　

 「
諸
国
を
旅
す
る
僧
で
す
が
、
立
山
で
修
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
恐
ろ

し
げ
な
老
人
が
現
れ
、
陸
奥
へ
下
る
な
ら
言
伝
を
頼
み
た
く
、
外
の
浜

の
猟
師
の
家
を
訪
ね
、
こ
こ
に
あ
る
蓑
笠
を
手
向
け
て
ほ
し
い
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
確
か
な
品
が
な
く
て
は
無
理
だ
と
申
し
あ
げ
た
と
こ

ろ
、
御
召
し
物
の
袖
を
解
い
て
渡
さ
れ
た
の
で
こ
こ
へ
持
っ
て
参
り
ま

し
た
。
も
し
や
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ま
い
か
」

妻　
　

 「
こ
れ
は
夢
で
し
ょ
う
か
。
亡
き
夫
の
こ
と
か
と
思
う
と
涙
が
出
ま
す
。

な
ん
と
も
気
が
か
り
な
の
で
、
形
見
の
着
物
、
粗
末
な
衣
で
す
が
」

旅
僧　
「
ひ
さ
か
た
ぶ
り
の
形
見
の
品
を
」

妻　
　
「
今
取
り
出
し
て
」

旅
僧　
「
よ
く
よ
く
見
れ
ば
」

地
謡　

 「
疑
い
も
な
く
、
薄
い
布
地
の
一ひ

と
え重

の
衣
。
合
わ
せ
て
み
れ
ば
袖
も
合

わ
さ
り
、
あ
あ
、
な
つ
か
し
い
夫
の
形
見
。
そ
こ
で
さ
っ
そ
く
弔
い
の

仏
事
を
色
々
と
営
み
、
と
り
わ
け
故
人
の
望
ん
だ
蓑
笠
を
手
向
け
た
の

で
あ
る
」

旅
僧　

 「
南
無
幽
霊
出
離
生
死
頓
証
菩
提
（
亡
き
霊
よ
、
生
死
の
く
り
か
え
し

を
脱
し
、
す
み
や
か
に
成
仏
せ
ん
こ
と
を
（」

猟
師　

 「
陸
奥
の
、
外
の
浜
な
る
呼
子
鳥
、
鳴
く
な
る
声
は
、
う
と
う
や
す
か

た
」

猟
師　

 「
一
見
卒
都
婆
永
離
三
悪
道
（
ひ
と
た
び
卒
塔
婆
を
拝
す
れ
ば
、
地
獄
・

餓
鬼
・
畜
生
の
三
悪
道
の
苦
し
み
か
ら
の
が
れ
ら
れ
よ
う
（。
こ
の
経

文
の
と
お
り
な
ら
、
わ
が
身
の
た
め
に
卒
塔
婆
を
立
て
て
供
養
し
て
く

だ
さ
れ
ば
功
徳
に
あ
ず
か
れ
な
い
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
紅
蓮
・
大
紅

蓮
地
獄
の
氷
と
い
え
ど
仏
の
名
号
と
智
慧
の
火
に
溶
け
、
焦
熱
・
大
焦

熱
地
獄
の
炎
と
い
え
ど
仏
法
の
水
に
消
え
ぬ
も
の
は
な
い
、
と
は
い
う

け
れ
ど
、
あ
ま
り
に
重
い
罪
を
犯
し
た
自
分
は
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
安

心
を
得
ら
れ
る
の
か
。
鳥
や
獣
を
殺
し
た
こ
の
身
が
」

地
謡　

 「
衆
罪
如
霜
露
慧
日
（
あ
ま
た
の
罪
も
霜
露
の
よ
う
に
仏
の
智
慧
の
日

［
の
光
で
消
え
る
］（。
こ
の
経
文
に
あ
る
と
お
り
、
日
の
光
で
照
ら
し
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て
く
だ
さ
れ
、
お
坊
様
」

地
謡　

 「
所
は
陸
奥
、
う
し
ろ
は
海
、
松
原
の
下
枝
が
蘆
と
ま
じ
わ
り
、
汐
に

し
お
た
れ
た
浦
里
の
苫
屋
。
囲
い
も
ま
ば
ら
で
月
の
光
が
漏
れ
、
外
に

い
る
よ
う
な
外
の
浜
の
、
あ
わ
れ
を
誘
う
こ
の
住
ま
い
」

妻　
　

 「
声
を
か
け
た
ら
姿
が
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
、
親
子

が
手
を
と
り
あ
っ
て
た
だ
泣
く
ば
か
り
」

猟
師　

 「
あ
あ
、
以
前
は
あ
ん
な
に
親
し
か
っ
た
妻
や
子
も
、
今
は
隔
て
ら
れ

た
ま
ま
泣
く
し
か
な
い
。
ど
う
し
て
雛
鳥
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。

わ
が
子
が
こ
ん
な
に
い
と
お
し
い
な
ら
、
鳥
や
獣
も
同
じ
は
ず
。
千
代

童
の
髪
を
な
で
、
あ
あ
な
つ
か
し
い
と
言
お
う
と
す
れ
ば
…
…
」

地
謡　

 「
迷
い
の
は
て
の
雲
の
隔
て
か
、
悲
し
い
こ
と
に
今
ま
で
見
え
て
い
た

子
の
姿
は
、
は
か
な
く
ど
こ
か
に
隠
れ
て
し
ま
う
。
子
隠
れ
の
木
隠
れ

笠
、
笠
な
ら
ば
津
の
国
の
和
田
の
笠
松
、
簔
な
ら
ば
箕み

の
面お

の
滝
、
た
ぎ

る
涙
で
袖
を
濡
ら
す
ば
か
り
。
蓑
笠
が
か
え
っ
て
隔
て
と
な
り
、
苫
屋

の
内
が
見
た
く
と
も
、
わ
が
身
は
家
の
外
。
外
の
浜
の
浜
千
鳥
が
鳴
く

よ
う
に
、
泣
く
よ
り
ほ
か
に
す
べ
も
な
い
」

地
謡　

 「
あ
り
し
日
の
こ
と
は
遠
く
に
か
す
ん
で
何
も
か
も
夢
の
よ
う
、
旧
知

の
人
も
木
の
葉
が
落
ち
る
よ
う
に
な
か
ば
は
土
に
帰
っ
た
」

猟
師　

 「
ど
う
せ
こ
の
世
で
暮
ら
す
に
し
て
も
、
士
農
工
商
の
家
に
生
ま
れ
ず
」

地
謡　

 「
琴
や
ら
碁
や
ら
で
遊
び
暮
ら
し
書
画
を
た
し
な
む
身
分
に
な
れ
ず
」

猟
師　

 「
明
け
て
も
暮
れ
て
も
殺
生
で
生
計
を
立
て
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
」

地
謡　

 「
春
の
日
は
遅
く
暮
れ
て
も
仕
事
に
追
わ
れ
て
時
を
つ
い
や
し
、
秋
の

夜
は
長
く
と
も
漁
り
火
が
と
も
る
な
か
で
寝
る
ひ
ま
も
な
く
」

猟
師　

 「
夏
の
太
陽
の
下
で
暑
さ
も
忘
れ
」

地
謡　

 「
真
冬
の
朝
に
寒
い
と
も
言
え
ず
」

地
謡　

 「
鹿
を
追
う
猟
師
は
山
を
見
ず
と
い
う
が
、
わ
が
身
の
苦
し
さ
も
悲
し

さ
も
忘
れ
て
鳥
を
追
い
、
高
縄
で
捕
ら
え
、
引
き
潮
の
海
で
風
が
吹
き

荒
れ
る
な
か
、
衣
の
濡
れ
る
の
も
い
と
わ
ず
、
沖
の
干
潟
を
め
ざ
し
て

い
く
。
あ
の
世
で
身
を
焦
が
す
報
い
が
あ
る
の
も
か
え
り
み
ず
、
殺
生

を
つ
づ
け
た
口
惜
し
さ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
う
と
う
や
す
か
た
と
い
う

鳥
は
、
鳥
に
も
い
ろ
い
ろ
捕
り
方
が
あ
る
な
か
に
」

猟
師　

 「
わ
け
て
も
む
ご
い
こ
と
か
、
こ
の
鳥
の
」

地
謡　

 「
木
々
の
梢
に
羽
を
敷
く
な
り
、
波
間
に
浮
き
巣
で
も
作
れ
ば
よ
い
も

の
を
、
愚
か
な
こ
と
に
砂
原
に
子
を
産
み
、
親
は
隠
し
た
つ
も
り
に

な
っ
て
、『
う
と
う
』
と
呼
べ
ば
、
子
は
『
や
す
か
た
』
と
応
え
、
そ

れ
で
や
す
や
す
と
つ
か
ま
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
や
す
か
た
は
」

猟
師　
「
う
と
う
」

地
謡　

 「
親
鳥
は
空
か
ら
血
の
涙
を
降
ら
す
。
濡
れ
ま
い
と
菅
簔
や
笠
を
傾
け
、

あ
ち
こ
ち
に
隠
れ
場
所
を
捜
し
て
も
、
隠
れ
笠
や
隠
れ
簔
で
も
な
い
限

り
、
降
り
か
か
る
血
の
涙
で
目
も
く
ら
み
、
何
も
か
も
真
っ
赤
に
染

ま
っ
て
見
え
る
。
か
さ
さ
ぎ
の
羽
の
橋
が
も
み
じ
の
色
に
染
ま
る
よ
う

に
」
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地
謡　

 「
こ
の
世
で
は
、
う
と
う
や
す
か
た
に
見
え
た
鳥
が
、
あ
の
世
で
は
化

鳥
と
な
っ
て
、
罪
人
を
追
い
か
け
、
鉄
の
く
ち
ば
し
を
鳴
ら
し
て
羽
ば

た
き
、
銅
の
爪
を
磨
き
あ
げ
、
ま
な
こ
を
つ
か
ん
で
肉
を
裂
く
。
叫
ぼ

う
に
も
猛
火
の
煙
で
む
せ
ん
で
声
も
出
な
い
。
お
し
ど
り
を
殺
し
た
報

い
か
。
逃
げ
よ
う
と
し
て
も
立
ち
あ
が
れ
な
い
。
羽
抜
け
鳥
を
殺
し
た

報
い
か
」

猟
師　
「
う
と
う
は
今
や
鷹
に
な
り
」

地
謡　

 「
自
分
は
雉
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
の
が
れ
が
た
い
こ
と
、
交か

た
野の

の
狩

り
場
の
花
吹
雪
。
空
に
は
鷹
、
地
に
は
犬
が
責
め
た
て
る
。
う
と
う
や

す
か
た
、
や
す
ら
ぐ
間
も
な
い
こ
の
身
の
苦
し
さ
。
お
助
け
く
だ
さ

い
、
お
坊
様
、
お
助
け
く
だ
さ
い
…
…
。
そ
う
言
い
な
が
ら
、
消
え
失

せ
て
し
ま
っ
た
」

　

─
以
上
が
『
善
知
鳥
』
の
物
語
で
あ
る
。

物
語
の
生
成
と
受
容

　

こ
の
曲
の
上
演
に
関
す
る
も
っ
と
も
古
い
証
言
は
蜷
川
親
元
の
『
親
元
日
記
』

に
見
え
る
。
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
（
二
月
二
十
三
日
の
条
に
足
利
義
政
臨
席
に

よ
る
仙
洞
御
能
の
予
告
記
事
が
あ
り
、
観
世
に
よ
る
「
う
の
は　

や
し
ま
」
等
十

番
と
予
備
分
の
「
あ
し
か
り　

よ
り
ま
さ
」
等
七
番
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
記
の

写
本
に
は
「
あ
し
か
り
」
の
脇
に
小
さ
く
「
う
と
ふ
」
と
あ
る（

（
（

。
二
十
七
日
の
予

定
が
雨
で
中
止
に
な
り
、
翌
二
十
八
日
に
挙
行
さ
れ
た
。
予
定
の
十
番
が
一
曲
だ

け
変
更
し
て
演
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
「
う
と
ふ　

か
つ
ら
き
」
等
五
番
が
追
加
さ
れ

た
（
（
（

。
こ
の
記
事
が
『
善
知
鳥
』
成
立
の
下
限
と
さ
れ
る（

（
（

。

　

こ
れ
に
つ
づ
く
の
が
青
蓮
院
尊
応
の
『
粟
田
口
猿
楽
記
』
で
あ
る
。
永
正
二
年

（
一
五
〇
五
（
四
月
十
三
日
に
今
春
太
夫
に
よ
る
勧
進
猿
楽
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

そ
の
初
日
興
行
で
「
嵐
山　

清
経　

熊
野　

美
人
草　

う
と
ふ
」
等
八
番
が
演
じ

ら
れ
た
と
あ
る（

（
（

。
金
春
禅
竹
の
孫
禅
鳳
の
能
楽
伝
書
『
禅
鳳
雑
談
』
に
、
永
正

十
一
年
（
一
五
一
四
（
正
月
の
「
八
幡
に
法
楽
」
の
記
事
が
あ
る（

（
（

。
こ
れ
は
東
大

寺
の
手
向
山
八
幡
宮
で
お
こ
な
わ
れ
た
奉
納
能
と
さ
れ
る（

（
（

。
そ
こ
で
「
相
生　

八

嶋　

野
ノ
宮　

空
八
形
」
等
七
番
が
演
じ
ら
れ
た
と
あ
る
。
観
世
方
が
「
善
知

鳥
」
の
名
で
呼
ぶ
演
目
を
金
春
座
で
は
「
空
八
形
」
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
は
な
ぜ

か
。

　

以
上
の
演
能
記
録
に
先
立
ち
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
（
以
前
の
成
立
と
さ
れ

る
軍
記
物
『
大
塔
物
語
』
に
「
う
つ
ほ
鳥
」
の
歌
が
あ
る
。
信
濃
国
守
護
の
小
笠

原
氏
の
も
と
で
国
一
揆
が
勃
発
し
た
。
守
護
勢
の
中
に
大
塔
の
要
塞
で
討
死
し
た

人
々
が
い
る
。
そ
の
ひ
と
り
常
葉
下
総
守
は
十
三
歳
で
出
陣
し
た
わ
が
子
の
悲
運

を
嘆
い
て
古
歌
を
思
い
起
こ
し
た
。
そ
こ
に
は
「
陸
奥
の
そ
と
の
浜
な
る
う
つ
ほ

鳥
子
は
や
す
か
た
の
ね
を
の
み
ぞ
な
く
」
と
あ
る（

10
（

。「
う
と
う
鳥
」
と
あ
っ
て
よ

い
と
こ
ろ
が
「
う
つ
ほ
鳥
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
国
語
史
か
ら
の

指
摘
が
あ
る（

11
（

。

　

文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
（
成
立
の
辞
書
『
温
故
知
新
書
』
は
、
鳥
の
名
「
鶋
」



62

に
「
ウ
ツ
ホ
ト
リ
」
の
傍
訓
を
附
し
て
い
る（

12
（

。『
節
用
集
』
諸
本
も
こ
れ
に
従
う

が
、
そ
の
な
か
で
室
町
末
期
に
書
写
さ
れ
た
『
伊
京
集
』
は
「
ウ
ツ
ヲ
ト
リ
」
と

傍
訓
を
附
し
て
い
る（

13
（

。
平
安
時
代
の
後
半
に
な
る
と
ハ
行
音
は
語
頭
を
除
い
て
ワ

行
音
に
移
行
し
て
い
く
。「
ウ
ツ
ホ
」
の
音
価
は
「
ウ
ツ
ヲ
」
に
変
化
し
、
さ
ら

に
「
ウ
ツ
ヲ
」
が
長
音
化
し
て
「
ウ
ト
ウ
」
に
な
っ
た
と
い
う（

14
（

。『
大
塔
物
語
』

所
載
の
歌
に
「
う
つ
ほ
鳥
」
と
あ
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
「
う
と
う
鳥
」
表
記
の

古
態
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

室
町
時
代
編
纂
の
辞
書
『
運
歩
色
葉
集
』
は
「
善
知
鳥
」
に
「
ウ
ト
ウ
」
の
傍

訓
を
附
し
、
割
注
に
「
悪ヤ

ス
カ
タ

知
鳥
」
と
記
す

（
15
（

。『
大
塔
物
語
』
で
は
「
や
す
か
た
」

は
雛
鳥
の
鳴
き
声
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
鳥
の
名
で
あ
る
。
さ
ら

に
観
世
方
は
「
善
知
鳥
」
と
表
記
す
る
が
、
金
春
方
は
「
虚
八
姿
」
と
記
す
と
あ

る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
異
国
か
ら
「
虚
舟
」
で
流
さ
れ
た
人
々
の
魂
が
鳥
に

な
っ
た
と
い
う
出
典
不
詳
の
伝
承
を
記
し
、「
虚
」
の
由
来
を
説
い
て
い
る
。
こ

れ
は
「
ウ
ツ
ホ
」
と
読
ま
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。「
虚
八
姿
」
は
『
禅
鳳
雑
談
』

に
「
空
八
形
」
と
あ
っ
た
の
に
つ
な
が
る
。『
運
歩
色
葉
集
』
は
さ
ら
に
欄
外
に

「
ミ
チ
ノ
ク
ノ
ソ
ト
ノ
ハ
マ
ナ
ル
有
藤
鳥
リ
子
ハ
ヤ
ス
方
ト
ネ
ヲ
ノ
ミ
ゾ
ナ
ク
」

の
歌
を
載
せ
て
い
る
。「
有
藤
」
は
ウ
ト
ウ
と
読
む
の
だ
ろ
う
。
同
書
に
は
天
正

十
七
年
（
一
五
四
八
（
の
識
語
が
あ
り
、
こ
の
書
込
は
書
写
段
階
で
の
附
加
と
判

断
さ
れ
て
い
る（

16
（

。

　

冷
泉
派
の
歌
人
正
徹
の
『
草
根
集
』
に
「
隔
ゆ
く
憂
身
を
そ
と
の
浜
風
に
く
た

く
泪
や
や
す
か
た
の
鳥
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
我
そ
今
身
を
う
た
ふ
鳥
紅
の
泪
の

簔
を
君
き
た
れ
と
て
」
の
歌
が
あ
る（

17
（

。
こ
こ
で
も
「
や
す
か
た
の
鳥
」「
う
た
ふ

鳥
」
と
あ
る
。
同
書
は
一
条
兼
良
に
よ
る
文
明
五
年
（
一
四
七
三
（
の
序
を
有
す

る
。
兼
良
の
編
著
『
連
珠
合
璧
集
』
に
は
「
う
と
ふ
や
す
か
た
ト
ア
ラ
バ
、
そ
と

の
浜　

み
の
か
さ　

涙
の
雨
」
と
あ
る（

18
（

。
こ
の
書
は
連
歌
の
寄
合
集
で
、
文
明
八

年
（
一
四
七
六
（
の
一
条
冬
良
書
写
本
が
伝
わ
る
。

　

聖
護
院
准
后
道
興
の
『
廻
国
雑
記
』
に
「
う
と
ふ
坂
こ
え
て
苦
し
き
行
末
を
や

す
か
た
と
な
く
鳥
の
音
も
か
な
」
の
歌
が
あ
る（

19
（

。
こ
れ
は
道
興
が
立
山
修
行
の

後
、
諸
国
を
遍
歴
し
た
際
に
関
東
川
越
の
烏
頭
坂
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
文
明

十
九
年
（
一
四
八
七
（
以
後
の
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
も
謡
曲
『
善
知
鳥
』
と
同

じ
素
材
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
曲
に
依
拠
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
次
節
で

述
べ
る
古
今
集
注
釈
の
説
話
が
も
と
か
は
今
の
と
こ
ろ
決
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し

こ
の
頃
す
で
に
周
知
の
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

前
述
の
『
粟
田
口
猿
楽
記
』
以
後
に
は
宗
磧
の
『
藻
塩
草
』
に
「
子
を
お
も
ふ

涙
の
雨
の
笠
の
上
に
か
ゝ
る
も
わ
ひ
し
や
す
か
た
の
鳥
」
の
歌
が
あ
る
。
つ
づ
け

て
い
わ
く
、
や
す
か
た
の
鳥
は
三
角
柏
と
い
う
樋
に
備
え
て
神
前
に
供
す
る
。
親

鳥
が
「
う
と
う
」
と
呼
べ
ば
雛
は
「
や
す
か
た
」
と
応
え
て
這
い
出
す
。
そ
こ
を

捕
ら
え
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
親
が
鳴
い
て
涙
を
雨
の
よ
う
に
降
ら
す
。「
そ
の

涙
か
ゝ
り
て
身
の
そ
ん
す
る
故
に
」
蓑
笠
を
着
る
と
あ
る（

20
（

。
謡
曲
の
物
語
そ
の
ま

ま
で
は
な
い
か
。
こ
の
書
は
永
正
十
年
（
一
五
一
三
（
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
。



63 （菊地章太）

謡
曲
に
先
行
す
る
も
の

　

御
伽
草
子
『
鴉
鷺
物
語
』
に
「
子
に
過
ぎ
た
る
宝
さ
ら
に
な
し
。
子
を
お
も
ふ

涙
の
雨
の
簔
の
う
へ
に
う
と
ふ
と
鳴
く
は
や
す
か
た
の
鳥
こ
そ
あ
ら
め
」
と
あ

る
。
こ
れ
は
異
類
軍
記
物
の
ひ
と
つ
で
、
登
場
す
る
の
は
お
び
た
だ
し
い
種
類
の

鳥
で
あ
る
。
合
戦
で
野
伏
大
将
の
雀
藤
太
が
討
死
し
た
の
ち
、
梓
巫
女
の
鵐

し
と
とが

そ

の
霊
を
呼
び
寄
せ
て
語
ら
せ
る
場
面
が
あ
る
。「
子
を
お
も
ふ
」
と
あ
る
の
は
歌

の
引
用
ら
し
く
、
つ
づ
け
て
い
わ
く
、
自
分
は
「
紅
の
袖
の
露
、
草
の
陰
」
と

な
っ
た
身
で
あ
れ
ば
、
姿
は
現
せ
な
く
と
も
子
雀
の
供
魔
主
を
見
守
り
つ
づ
け
て

い
る
。
朝
に
夕
に
子
雀
の
も
と
に
来
て
、「
鳴
々
す
れ
共
、
生
死
の
雲
に
へ
だ
て

ら
れ
、
音
を
だ
に
聞
か
せ
ぬ
身
こ
そ
悲
し
け
れ
」
と
あ
る（

21
（

。
こ
れ
ま
た
謡
曲
の
一

場
面
を
思
い
出
さ
せ
る
。『
善
知
鳥
』
の
な
か
で
、
亡
霊
と
な
っ
た
猟
師
が
わ
が

子
の
髪
を
な
で
よ
う
と
し
て
も
触
れ
ら
れ
ず
、「
あ
ら
な
つ
か
し
や
と
言
は
ん
と

す
れ
ば
、
惑
障
の
、
雲
の
隔
て
か
悲
し
や
な
」
と
あ
っ
た
。『
鴉
鷺
物
語
』
は
一

条
兼
良
の
作
と
も
言
わ
れ
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
（
奥
付
の
写
本
が
あ
る
。

　

同
じ
く
御
伽
草
子
『
あ
さ
か
ほ
の
つ
ゆ
』
の
道
行
き
文
に
「
つ
か
る
を
す
き

て
、
そ
と
の
は
ま
。
ま
こ
と
や
、
こ
の
と
こ
ろ
は
、
う
と
う
の
、
と
り
の
、
子
の

ゆ
へ
に
、
ち
の
な
み
た
を
、
な
か
す
と
、
き
こ
へ
し
か
」
と
あ
る（

22
（

。
こ
れ
も
謡
曲

を
下
敷
き
に
し
た
記
述
に
ち
が
い
な
い
。
成
立
は
室
町
時
代
の
末
頃
と
さ
れ
る
。

こ
れ
以
降
、
近
世
の
浄
瑠
璃
や
紀
行
、
随
筆
な
ど
に
『
善
知
鳥
』
の
物
語
は
く
り

か
え
し
引
か
れ
て
い
く
（
次
号
で
た
ど
り
た
い
（。

　

天
正
末
年
（
一
五
九
二
（
以
前
の
成
立
と
さ
れ
る
『
八
帖
花
伝
書
』
に
、『
善

知
鳥
』
の
面
・
仕
舞
・
囃
子
に
関
す
る
記
事
が
あ
る（

23
（

。
能
楽
の
作
者
と
曲
目
を
記

し
た
作
者
付
に
は
『
善
知
鳥
』
が
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
で
出
て
い
る
。『
自
家
伝
抄
』

に
世
阿
弥
作
と
し
て
「
洞
八
人
形
」
と
あ
り
、
割
注
に
「
空
」
と
記
す

（
24
（

。
ま
た
別

の
箇
所
に
「
空
八
形
」
と
あ
り
、
脇
に
片
仮
名
で
「
ウ
ト
ウ
」
と
記
し
て
あ
る（

25
（

。

「
洞
」
も
「
空
」
も
ウ
ト
ウ
と
読
ま
せ
た
。「
八
人
形
」
と
「
八
形
」
は
前
出
の

「
八
姿
」と
同
様
に
ヤ
ス
カ
タ
で
あ
る
。『
自
家
伝
抄
』は
永
正
十
三
年（
一
五
一
六
（

以
前
の
成
立
と
さ
れ
る（

26
（

。
同
じ
く
作
者
付
『
能
本
作
者
註
文
』
に
世
阿
弥
作
と
し

て
「
善
知
鳥
」
と
あ
る（

27
（

。
こ
れ
は
大
永
四
年
（
一
五
二
四
（
の
撰
述
で
あ
る
。

『
い
ろ
は
作
者
註
文
』
に
「
う
と
う
」
と
あ
り
、
割
注
に
「
世
阿
」
と
記
す

（
28
（

。
文

禄
三
年
（
一
五
九
四
（
以
前
の
撰
述
と
さ
れ
る
。
そ
の
抄
本
で
あ
る
『
歌
謡
作
者

考
』
に
「
烏
頭
」
と
あ
り
、
割
注
に
「
世
阿
弥
」
と
記
す

（
29
（

。

　

作
者
付
は
い
ず
れ
も
『
善
知
鳥
』
を
世
阿
弥
の
作
と
す
る
が
、
現
在
で
は
疑
問

視
さ
れ
て
い
る
。
漁
師
の
亡
霊
が
登
場
す
る
謡
曲
『
阿あ

こ
ぎ漕

』
は
、
十
二
大
夫
座
の

祖
で
あ
る
川
上
神
主
の
原
作
を
世
阿
弥
が
改
作
し
た
と
さ
れ
、
類
似
す
る
主
題
の

『
善
知
鳥
』
は
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
古
色
を
示
す
と
い
う（

30
（

。
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち

に
成
立
年
代
を
反
映
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
作
能
の
技
法
も
語
法
も
世

阿
弥
は
も
と
よ
り
、
元
雅
や
禅
竹
の
系
統
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
と
判
断
さ

れ
て
い
る（

31
（

。

　

同
じ
く
世
阿
弥
の
関
与
を
否
定
す
る
も
の
の
、
時
代
を
ず
っ
と
下
げ
る
意
見
が

あ
る
。『
善
知
鳥
』
は
修
羅
能
の
構
成
を
踏
ま
え
て
お
り
、
そ
う
し
た
定
形
化
が

な
さ
れ
た
後
の
作
品
だ
と
い
う
。『
金
春
大
蔵
派
作
者
付
』
に
「
空
八
行
舟　

宗
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印
」
と
あ
り
、
金
春
宗
筠
が
創
作
に
関
与
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
宗
筠
は
一

条
兼
良
と
交
渉
が
あ
っ
た
。
兼
良
の
名
は
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
出
て
き
た
が
、

『
連
珠
合
璧
集
』
に
う
と
う
・
蓑
笠
・
涙
の
雨
が
寄
合
語
と
し
て
登
場
す
る
以
上
、

歌
に
か
か
わ
る
説
話
が
謡
曲
に
先
ん
じ
て
存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る（

32
（

。

　

曲
の
な
か
に
王
朝
的
な
歌
語
と
異
質
な
も
の
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
た

と
え
ば
、
羽
が
抜
け
替
わ
る
こ
ろ
飛
べ
ず
に
い
る
「
羽
抜
け
鳥
」
は
中
世
以
降
の

和
歌
や
連
歌
に
登
場
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
地
獄
を
描
い
た
作
品
が
い
く
つ
か
あ

る
な
か
で
、
殺
生
を
く
り
か
え
し
て
き
た
こ
と
に
苦
悩
す
る
人
物
が
登
場
す
る
の

は
世
阿
弥
以
後
だ
と
判
断
さ
れ
て
い
る（

33
（

。
立
山
や
外
の
浜
と
い
う
荒
涼
と
し
た
舞

台
設
定
に
つ
い
て
も
、
世
阿
弥
が
華
や
か
な
名
所
の
風
情
を
作
中
に
盛
り
込
ん
だ

の
と
は
懸
隔
が
あ
る
。
怨
霊
が
成
仏
し
て
収
束
す
る
世
阿
弥
の
作
風
と
は
異
な

り
、
何
の
解
決
も
あ
た
え
ず
に
残
響
を
の
み
と
ど
め
る
と
い
う
点
で
、『
善
知
鳥
』

は
禅
竹
の
時
代
の
典
型
的
な
能
楽
の
姿
を
伝
え
る
と
い
う
主
張
も
あ
る（

34
（

。

　
『
善
知
鳥
』
の
作
者
や
成
立
時
期
を
め
ぐ
る
議
論
を
ふ
り
か
え
る
と
き
、
そ
こ

か
ら
い
く
つ
か
の
問
題
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
謡
曲
に
先
ん
じ
た
和
歌

説
話
の
所
在
は
ひ
と
つ
の
争
点
と
な
ろ
う
。
次
に
地
獄
に
堕
ち
た
者
の
懺
悔
と
救

い
の
あ
り
か
、
む
し
ろ
救
い
の
な
さ
も
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
類
似
の

主
題
を
あ
つ
か
っ
た
謡
曲
作
品
と
の
つ
な
が
り
や
先
後
関
係
も
重
要
な
課
題
で
あ

る
。
以
下
に
順
を
追
っ
て
考
え
て
い
き
た
い
。

二
　
王
朝
文
芸
の
系
譜

古
今
伝
授
の
鳥
た
ち

　

謡
曲
『
善
知
鳥
』
の
な
か
で
、
雛
鳥
は
親
鳥
の
呼
ぶ
声
を
聞
け
ば
、
け
な
げ
に

砂
か
ら
這
い
出
て
く
る
。
雛
鳥
が
捕
ま
れ
ば
親
鳥
は
血
の
涙
を
降
ら
す
。
鳥
で
さ

え
親
子
の
情
愛
は
こ
ん
な
に
も
濃
い
。
そ
れ
は
猟
師
も
同
じ
だ
っ
た
。
家
族
を
飢

え
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
こ
の
鳥
を
捕
ら
え
て
暮
ら
し
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
。

ど
う
に
も
な
ら
な
い
つ
ら
さ
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
追
々
考
え
て
い
き
た

い
が
、
ま
ず
は
親
子
鳥
の
物
語
の
み
な
も
と
を
文
芸
世
界
の
な
か
に
探
っ
て
み
た

い
。
子
を
呼
ぶ
鳥
の
こ
と
は
古
く
か
ら
歌
に
詠
ま
れ
、
説
話
に
語
り
つ
が
れ
て
い

た
。

　

猟
師
の
亡
霊
が
詠
ん
だ
歌
「
陸
奥
の
、
外
の
浜
な
る
呼
子
鳥
、
鳴
く
な
る
声

は
、
う
と
う
や
す
か
た
」
に
呼
子
鳥
の
名
が
見
え
る
。
呼
子
鳥
の
歌
は
『
古
今

集
』
に
出
て
い
る
。
巻
一
に
「
を
ち
こ
ち
の
た
づ
き
も
知
ら
ぬ
山
中
に
お
ぼ
つ
か

な
く
も
呼
子
鳥
か
な
」
と
あ
る
。
ど
こ
と
も
知
れ
ぬ
山
奥
で
、
子
を
呼
ぶ
よ
う
に

心
細
げ
に
鳥
が
鳴
く
と
い
う
。
こ
の
歌
は
謡
曲
『
山
姥
』
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

「
遠
近
の
、
た
づ
き
も
知
ら
ぬ
山
中
の
、
お
ぼ
つ
か
な
く
も
呼
子
鳥
の
、
声
凄
き

折
々
に
、
伐
木
丁
々
と
し
て
、
山
さ
ら
に
幽
か
な
り
」
と
あ
る（

35
（

。
深
山
の
ひ
び
き

を
叙
す
る
場
面
で
あ
る
。

　

呼
子
鳥
は
古
今
伝
授
の
三
鳥
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
。
あ
と
の
ふ
た
つ
は
稲
負
鳥

と
百
千
鳥
（
あ
る
い
は
都
鳥
（
で
あ
る
。
中
世
に
は
古
今
集
の
注
釈
が
い
く
つ
も
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作
ら
れ
た
。
ま
と
め
て
古
今
注
と
通
称
さ
れ
る
。
そ
れ
は
歌
の
家
に
お
い
て
伝
授

さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
呼
子
鳥
は
そ
の
な
か
で
さ
か
ん
に
言
及
さ
れ
た
。
も
と
の

歌
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
な
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
が
形
成
さ
れ
て
い
く（

36
（

。

　
『
弘
安
十
年
古
今
集
歌
注
』
は
「
を
ち
こ
ち
の
」
歌
を
注
釈
す
る
に
あ
た
り
、

高
麗
の
話
と
い
う
の
を
載
せ
て
い
る
。
永
蘭
山
の
山
中
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
女
人

が
抱
い
て
い
た
子
を
鷲
に
さ
ら
わ
れ
た
。
泣
き
な
が
ら
子
を
呼
ん
で
捜
し
歩
い
た

が
、
つ
い
に
見
つ
け
ら
れ
ず
に
こ
と
き
れ
た
。
女
は
鳥
に
生
ま
れ
変
わ
り
、「
わ
が

こ
、
わ
が
こ
」
と
鳴
き
つ
づ
け
た
と
い
う
。
そ
れ
だ
か
ら
呼
子
鳥
と
い
う
の
だ
と

あ
る（

37
（

。
こ
こ
に
は
典
拠
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
書
は
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
（

の
奥
書
が
あ
る（

38
（

。
鎌
倉
時
代
の
中
頃
で
あ
る
。

　
『
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
』
に
は
「
き
と
こ
、
き
と
こ
」
と
鳴
く
鳥
が
い
る
と

記
す
。
こ
れ
と
い
う
典
拠
は
な
い
が
、
子
を
呼
ぶ
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
で
、
呼
子

鳥
と
い
う
の
だ
と
あ
る（

39
（

。
こ
の
書
は
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
（
の
古
今
注
『
三
流

抄
』
に
遅
れ
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る（

40
（

。
同
じ
く
鎌
倉
中
期
の
も
の
だ
ろ
う
。

　

毘
沙
門
堂
本
は
さ
ら
に
「
万
葉
注
」
に
出
る
と
し
て
、
先
ほ
ど
と
同
じ
高
麗
の

話
を
載
せ
て
い
る
。
鷲
に
子
を
取
ら
れ
た
女
は
鳥
に
生
ま
れ
変
わ
り
、「
は
こ
、

は
こ
」
と
鳴
く
と
い
う
。
八
子
鳥
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
呼
子
鳥
と
い
う
の
だ

と
あ
る
。
あ
る
い
は
「
は
や
こ
、
は
や
こ
」
と
鳴
く
と
も
記
し
て
い
る（

41
（

。「
万
葉

注
」
と
い
う
の
は
不
詳
で
あ
る
。
い
っ
た
い
古
今
注
で
は
、
典
拠
が
あ
れ
ば
記

す
。
な
く
て
も
記
す
。
書
名
は
あ
ま
り
あ
て
に
な
ら
な
い
。
あ
て
に
な
る
も
の
で

も
該
当
す
る
文
章
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
り
、
あ
っ
て
も
文
言
が
違
っ
て
い
た
り

す
る
。

増
幅
す
る
虚
構
の
世
界

　
『
古
今
秘
註
抄
』
は
「
も
す
」
に
つ
い
て
記
す
。
百
舌
の
こ
と
か
。
子
を
呼
び

つ
づ
け
た
あ
げ
く
、「
も
ろ
こ
、
も
ろ
こ
」
と
鳴
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
呼

子
鳥
と
い
う
の
だ
と
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
は
八
子
鳥
の
こ
と
で
、
子
を
た
く
さ

ん
産
ん
で
育
て
る
鳥
だ
と
い
う
。「
し
と
と
」
の
別
名
と
も
い
う
。
し
と
と
は
人

の
往
来
す
る
あ
た
り
で
子
を
産
み
育
て
る
。
雛
鳥
を
呼
ぶ
と
き
は
人
に
気
づ
か
れ

ず
に
呼
ぶ
の
だ
と
い
う（

42
（

。
こ
の
書
は
鎌
倉
時
代
の
末
以
前
の
成
立
と
さ
れ
る
。

『
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
』
に
い
く
ら
か
遅
れ
る
だ
ろ
う（

43
（

。

　

ど
れ
も
架
空
の
鳥
の
話
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
虚
構
の
文
芸
世
界

だ
が
、
虚
構
だ
か
ら
こ
そ
物
語
は
ま
す
ま
す
増
幅
し
て
い
く
。
王
朝
文
芸
の
時
代

は
過
ぎ
去
っ
て
ひ
さ
し
い
。
そ
れ
だ
け
に
な
お
さ
ら
、
そ
の
世
界
に
し
が
み
つ
い

て
生
き
て
い
る
歌
の
家
の
者
た
ち
は
、
執
拗
な
ま
で
に
懐
古
し
、
憧
憬
し
、
模
倣

し
、
あ
げ
く
は
創
作
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
新
撰
歌
枕
名
寄
』
は
「
率
都
浜
」
の
項
に
古
歌
を
引
き
、「
陸
奥
の
お
く
ゆ
か

し
く
そ
を
も
ほ
ゆ
る
つ
ほ
の
石
文
そ
と
の
浜
か
せ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
連
歌
の
名

寄
に
用
い
る
歌
枕
歌
集
で
、
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
（
頃
の
成
立
と
さ
れ
る（

44
（

。
率

都
浜
す
な
わ
ち
外
の
浜
は
歌
人
に
な
じ
み
の
詞

こ
と
ばで

あ
っ
た
。
歌
は
西
行
の
『
山
家

集
』
雑
歌
に
出
て
い
る
。

　

つ
づ
け
て
い
わ
く
、
外
の
浜
に
「
う
と
ふ
や
す
か
た
」
と
い
う
鳥
が
い
る
。
浜
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辺
の
砂
地
に
隠
す
よ
う
に
し
て
子
を
産
む
。
猟
師
が
親
鳥
を
ま
ね
て
「
う
と
う
、

う
と
う
」
と
呼
べ
ば
、
雛
鳥
は
「
や
す
か
た
」
と
応
え
て
這
い
出
て
く
る
。
そ
れ

を
猟
師
が
つ
か
ま
え
る
。
親
鳥
が
飛
ん
で
き
て
、
右
往
左
往
し
な
が
ら
鳴
き
叫

ぶ
。
真
っ
赤
な
血
の
涙
を
雨
の
よ
う
に
降
ら
せ
る
と
い
う
。
あ
る
歌
に
「
子
を
お

も
ふ
な
み
た
の
雨
の
血
に
ふ
れ
は
は
か
な
き
物
は
う
と
う
や
す
か
た
」
と
あ
る
。

血
が
降
り
か
か
れ
ば
身
を
損
な
う
の
で
、
猟
師
は
蓑
笠
を
つ
け
る
。
ま
た
、
あ
る

歌
に
「
子
を
お
も
ふ
な
み
た
の
雨
の
蓑
の
う
へ
に
か
ゝ
る
も
か
な
し
や
す
か
た
の

鳥
」
と
あ
る（

45
（

。
親
鳥
う
と
う
、
雛
鳥
や
す
か
た
、
猟
師
の
は
か
り
ご
と
、
血
の

涙
、
血
よ
け
の
簔
。
こ
こ
に
は
謡
曲
の
肝
要
な
プ
ロ
ッ
ト
が
出
揃
っ
て
お
り
、
こ

の
と
き
す
で
に
完
成
し
た
物
語
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
善
知
鳥
』
の
な
か
で
旅
僧
が
猟
師
の
家
で
蓑
笠
を
手
向
け
た
と
こ
ろ
、
あ
る

じ
の
亡
霊
が
現
れ
て
歌
を
詠
ん
だ
。「
陸
奥
の
、
外
の
浜
な
る
呼
子
鳥
、
鳴
く
な

る
声
は
、
う
と
う
や
す
か
た
」
と
あ
っ
た
。
歌
の
典
拠
は
不
明
で
あ
る
。
江
戸
時

代
の
謡
曲
注
釈
書
『
謡
曲
拾
葉
抄
』
に
「
定
家
卿
の
歌
也
。
夫
木
集
に
入
」
と
注

さ
れ
た（

46
（

。
し
か
し
現
行
の
『
夫
木
和
歌
集
』
に
は
見
当
た
ら
ず
、
定
家
の
歌
集
に

も
見
え
な
い（

47
（

。

　

親
鳥
が
雛
を
呼
ぶ
の
は
古
今
注
か
ら
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
。
し
か
し
雛
鳥
が

そ
れ
に
応
え
る
と
こ
ろ
は
新
た
な
展
開
で
あ
る
。
外
の
浜
と
呼
子
鳥
を
結
び
つ
け

た
の
は
連
歌
の
名
寄
の
伝
統
に
も
と
づ
く
で
あ
ろ
う
。
残
っ
て
い
る
書
物
の
な
か

で
は
『
新
撰
歌
枕
名
寄
』
の
記
述
が
も
っ
と
も
古
い
。
こ
れ
以
上
に
さ
か
の
ぼ
る

物
語
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

な
ぜ
「
わ
が
こ
」
や
「
は
や
こ
」
で
は
な
く
「
う
と
う
」
な
の
か
。
こ
れ
は
雛

鳥
の
鳴
き
声
が
「
や
す
か
た
」
で
あ
る
こ
と
と
切
り
離
せ
な
い
と
思
う
。
こ
こ
で

善
知
鳥
安
方
の
伝
承
と
い
う
別
の
系
統
を
考
え
る
必
要
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
次
号

で
取
り
あ
げ
た
い
。

　

つ
づ
け
て
謡
曲
と
の
つ
な
が
り
を
追
う
な
ら
ば
、『
古
今
集
』
の
ほ
と
と
ぎ
す

の
歌
も
想
起
さ
れ
る
。
巻
三
に
「
思
ひ
い
づ
る
と
き
は
の
山
の
郭
公
か
ら
紅
の
ふ

り
出
て
ぞ
な
く
」
と
あ
る
。
常
磐
山
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
昔
を
い
と
お
し
み
、
血
を

ふ
り
し
ぼ
っ
て
鳴
く
と
い
う
。『
弘
安
十
年
古
今
集
歌
注
』
は
こ
れ
に
注
し
て
、

「
唐
紅
に
ふ
り
出
で
ゝ
鳴
と
は
、
紅
の
泪
の
流
る
ゝ
を
云
」
と
し
た（

48
（

。
歌
の
本
義

は
鳴
い
て
血
を
吐
く
こ
と
で
あ
る
。「
紅
の
泪
」
を
流
す
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の

解
釈
は
ま
っ
た
く
歌
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
し
か
し
歌
の
家
で
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ

れ
伝
授
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
鳥
が
血
の
涙
を
ふ
ら
す
と
い
う
謡
曲
と
の

つ
な
が
り
に
注
目
し
た
い
。

く
れ
な
い
の
涙

　

室
町
時
代
の
秘
伝
的
歌
集
『
秘
蔵
抄
』
は
「
ま
す
ら
を
の
え
む
ひ
な
鳥
を
う
ら

ぶ
れ
て
な
み
だ
を
あ
か
く
お
と
す
よ
な
鳥
」
の
歌
を
引
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
業

平
の
歌
に
仮
託
さ
れ
、
注
に
「
よ
な
鳥
と
は
、
う
と
う
と
云
ふ
鳥
を
い
ふ
な
り
」

と
あ
る
。
え
む
ひ
な
鳥
は
そ
の
雛
で
、
人
に
捕
ら
れ
て
「
な
み
だ
を
あ
か
く
お
と

す
」
と
い
う
。
さ
ら
に
「
引
歌
」
と
し
て
、「
み
ち
の
く
の
そ
と
の
浜
な
る
老
鶬

う
と
う

紅
こ
ぼ
す
露
の
紅
葉
ば
」
の
歌
を
載
せ
る
。
注
に
「
こ
れ
も
な
み
だ
の
紅
と
よ
め
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り
、
奥
州
の
そ
と
の
は
ま
に
、
お
ほ
く
あ
る
と
り
な
り
」
と
あ
る
。
第
二
歌
に

「
紅
こ
ぼ
す
露
の
紅
葉
ば
」
と
あ
る
の
は
第
一
歌
の
「
な
み
だ
を
あ
か
く
お
と
す
」

に
つ
な
が
る（

49
（

。
こ
の
書
は
永
享
十
年
（
一
四
三
八
（
の
奥
書
が
あ
る
。

　

な
お
ま
た
『
善
知
鳥
』
の
な
か
で
猟
師
の
蓑
笠
に
血
の
涙
が
降
り
か
か
る
く
だ

り
に
、「
目
も
紅
に
、
染
み
わ
た
る
は
、
紅
葉
の
橋
の
、
鵲
か
」
と
あ
っ
た
。
こ

れ
も
古
今
注
『
三
流
抄
』
に
依
拠
し
て
い
る（

50
（

。
七
夕
の
夜
に
か
さ
さ
ぎ
が
羽
を
連

ね
て
橋
を
架
け
、
そ
れ
が
織
姫
と
彦
星
の
別
れ
の
涙
で
真
っ
赤
に
染
ま
り
、
も
み

じ
の
橋
に
な
る
と
い
う（

51
（

。
同
じ
こ
と
が
歌
論
集
『
正
徹
物
語
』
に
も
記
し
て
あ

る
（
52
（

。
文
安
五
年
（
一
四
四
八
（
も
し
く
は
宝
徳
二
年
（
一
四
五
〇
（
頃
の
成
立
と

さ
れ
る（

53
（

。
謡
曲
と
時
代
が
近
接
す
る
。

　

謡
曲
の
主
題
も
詞
章
も
と
も
に
和
歌
か
ら
連
歌
に
お
よ
ぶ
伝
統
の
延
長
上
に
位

置
し
て
い
た
。
そ
れ
は
中
世
の
古
今
注
を
経
て
お
り
、『
古
今
集
』
そ
の
も
の
か

ら
乖
離
し
た
文
芸
世
界
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、
こ
の
曲
は
歌
に
ち
な
む
説
話
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
地
方
的
な
素
材
に
は
か

か
わ
り
が
な
い
と
さ
れ
る（

54
（

。
か
た
や
、
陸
奥
あ
る
い
は
ア
イ
ヌ
の
民
話
に
原
素
材

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る（

55
（

。
あ
る
い
は
外
の
浜
と
立
山
信
仰
を

つ
な
ぐ
仏
教
説
話
の
存
在
が
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い（

56
（

。
い
ず
れ
も
希
望
的
な

予
測
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
そ
う
し
た
例
証
は
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
か

え
っ
て
古
今
注
の
な
か
に
物
語
の
素
材
と
な
り
得
る
言
説
が
あ
っ
た
。
ま
ず
そ
ち

ら
を
尊
重
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

い
っ
た
い
こ
の
主
題
の
著
し
い
特
徴
は
、
完
成
し
た
文
芸
が
先
に
あ
っ
て
、

次
々
と
伝
承
が
附
加
さ
れ
て
い
っ
た
点
に
あ
る
。『
新
撰
歌
枕
名
寄
』
に
記
さ
れ

た
説
話
は
す
で
に
ひ
と
つ
の
完
成
形
態
を
示
し
て
い
た
。『
善
知
鳥
』
は
そ
こ
に

接
続
し
て
い
る
。
こ
れ
は
世
阿
弥
は
も
と
よ
り
観
阿
弥
の
活
動
時
期
に
さ
え
先
行

す
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
な
お
そ
こ
に
、
み
や
び
な
文
芸
世
界
か
ら

は
み
出
し
た
、
生
き
る
こ
と
の
苦
し
み
が
点
綴
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
み
た

い
。

三
　
救
い
の
あ
り
か

明
け
て
も
暮
れ
て
も
殺
生

　

平
安
時
代
の
末
に
『
梁
塵
秘
抄
』
が
編
纂
さ
れ
た
。
巻
二
（
二
四
〇
番
（
に

「
儚
き
此
の
世
を
過
ぐ
す
と
て
、
海
山
稼
ぐ
と
せ
し
程
に
、
万

よ
ろ
づの

仏
に
疎
ま
れ
て
、

後ご
し
や
う生

我
が
身
を
如
何
に
せ
ん
」
と
あ
る（

57
（

。
漁
業
も
狩
猟
も
と
も
に
仏
の
拒
む
殺
生

の
わ
ざ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
な
り
わ
い
と
し
て
、
は
か
な
い
こ
の
世
を
生

き
て
い
く
し
か
な
い
わ
が
身
で
あ
る
。
あ
の
世
へ
往
っ
た
ら
ど
う
な
る
こ
と
か
と

嘆
息
す
る
。
こ
の
歌
は
も
と
よ
り
『
善
知
鳥
』
と
は
関
係
が
な
い
。
ま
し
て
本
説

な
ど
で
は
お
よ
そ
な
い
。『
風
姿
花
伝
』
に
「
よ
き
能
と
申
す
は
、
本
説
正
し
く
」

云
々
と
あ
る
と
お
り
、
謡
曲
の
典
拠
と
す
る
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
素
材
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う（

58
（

。
そ
れ
で
も
、
そ
の
訴
え
の
痛
切
さ
に
ど
こ
か
通
じ
あ
う
も

の
が
あ
り
は
し
な
い
か
。

　

同
じ
く
巻
二
（
三
五
五
番
（
に
次
の
歌
が
あ
る
。「
鵜
飼
は
可い

と
を憐

し
や
、
万
劫

年と
し
ふ経

る
亀
殺
し
、
又
鵜
の
頸く

び
を
結ゆ

ひ
、
現
世
は
斯
く
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
、
後
生
我
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が
身
を
如
何
に
せ
ん
」
と
あ
る（

59
（

。
万
年
生
き
る
と
い
う
亀
を
餌
に
し
、
鵜
に
川
魚

を
呑
ま
せ
て
首
縄
を
あ
や
つ
り
吐
き
出
さ
せ
る
。
そ
れ
が
鵜
飼
の
手
法
で
あ
る
。

そ
ん
な
む
ご
い
稼
業
で
世
を
渡
る
身
に
、
あ
の
世
で
ど
ん
な
報
い
が
あ
る
の
か

…
…
。
こ
ち
ら
は
謡
曲
『
鵜
飼
』
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
。

　
『
鵜
飼
』
は
ひ
と
り
の
僧
が
旅
先
で
経
験
し
た
話
で
あ
る
。
安
房
の
清
澄
の
人

と
い
う
か
ら
、
い
か
に
も
日
蓮
を
思
わ
せ
る
。
無
人
の
御
堂
で
休
ん
で
い
る
と
、

夜
中
に
老
人
が
現
れ
た
。
鵜
飼
を
な
り
わ
い
と
す
る
者
だ
と
告
げ
る
。
か
つ
て
禁

漁
の
地
で
鵜
を
使
っ
た
た
め
、
極
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
も
と
よ
り
殺
生
の

罪
を
犯
し
つ
づ
け
た
身
で
あ
る
。
懺
悔
の
言
葉
を
つ
ら
ね
て
、
あ
と
を
弔
っ
て
ほ

し
い
と
懇
願
し
た
。
そ
れ
か
ら
鵜
飼
の
さ
ま
を
演
じ
て
み
せ
た
。
鵜
舟
の
篝
火
が

消
え
る
こ
ろ
、
や
が
て
老
人
の
姿
も
消
え
て
い
く
。
僧
は
河
原
の
石
に
『
法
華

経
』
の
文
字
を
記
し
、
鵜
飼
の
成
仏
を
助
け
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
へ
地
獄
の
閻
魔

王
が
現
れ
、
経
の
功
徳
に
よ
っ
て
鵜
飼
が
極
楽
往
生
し
た
こ
と
を
告
げ
た
の
で
あ

る
。

　

曲
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
『
申
楽
談
儀
』
に
記
事
が
あ
る
。
も
と
榎
並
の
左

衛
門
五
郎
の
作
で
、
こ
れ
を
世
阿
弥
が
改
作
し
た
と
い
う（

60
（

。
さ
ら
に
「
鵜
飼
の
は

じ
め
の
音
曲
は
、
こ
と
に
観
阿
の
音
曲
を
写
す
」
と
あ
り
、
観
阿
弥
の
手
を
経
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
上
演
の
記
録
は
『
糺
河
原
勧
進
猿
楽
記
』
に
見
え
る
寛
正
五

年
（
一
四
六
四
（
の
記
事
が
も
っ
と
も
古
い

（
61
（

。

　

懺
悔
の
場
で
鵜
飼
は
し
み
じ
み
語
っ
た
。
鵜
舟
に
と
も
す
篝
火
は
明
る
く
と

も
、
冥
途
は
ど
ん
な
に
暗
か
ろ
う
。
世
の
中
が
わ
ず
ら
わ
し
い
な
ら
、
い
っ
そ
捨

て
て
し
ま
え
ば
よ
い
の
に
、
そ
ん
な
心
も
起
き
な
い
。
鵜
使
い
の
お
も
し
ろ
さ
に

か
ま
け
て
殺
生
を
く
り
か
え
し
て
き
た
。
殿
上
人
は
月
が
か
げ
れ
ば
悲
し
か
ろ
う

が
、
自
分
は
闇
夜
を
よ
ろ
こ
ぶ
身
。
そ
ん
な
身
に
生
ま
れ
た
因
果
を
悔
い
た
と
こ

ろ
で
甲
斐
も
な
い
。
今
夜
も
鵜
舟
を
漕
ぎ
出
す
ば
か
り
だ
。
は
か
な
い
命
を
つ
な

ぐ
の
に
、
こ
れ
を
な
り
わ
い
と
す
る
し
か
な
い
ふ
が
い
な
さ
…
…
。「
叶
は
ぬ
命

継
が
ん
と
て
、
営
む
業
の
物
憂
さ
よ
、
営
む
業
の
物
憂
さ
よ
」
と
嘆
き
を
重
ね

る
（
62
（

。

　
『
善
知
鳥
』
も
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
た
。
士
農
工
商
の
家
に
生
ま
れ
る
こ
と

も
か
な
わ
ず
、「
た
だ
明
け
て
も
暮
れ
て
も
殺
生
を
営
み
」
つ
づ
け
る
し
か
な
く
、

ど
れ
ほ
ど
身
を
焦
が
そ
う
が
「
報
ひ
を
も
忘
れ
け
る
、
事こ

と
わ
ざ業

を
な
し
し
悔
し
さ

よ
」
と
あ
っ
た
。
謡
曲
『
阿
漕
』
も
そ
れ
を
語
る
。「
せ
め
て
は
職
を
営
む
田
夫

と
も
な
ら
ず
、
か
く
あ
さ
ま
し
き
殺
生
の
家
に
生
ま
れ　

明
け
暮
れ
物
の
命
を
殺

す
こ
と
の
悲
し
さ
よ
」
と
愚
痴
る
。
い
く
ら
悲
し
か
ろ
う
と
、
世
を
渡
っ
て
い
く

た
め
な
の
だ
。
今
日
も
仕
事
に
出
か
け
る
し
か
な
い
と
い
う（

63
（

。

あ
こ
ぎ
な
者
た
ち
の
定
め

　
『
阿
漕
』
は
伊
勢
の
阿
漕
が
浦
で
禁
漁
を
犯
し
て
処
刑
さ
れ
た
男
の
話
で
あ
る
。

秋
風
の
吹
く
頃
、
参
宮
に
向
か
う
旅
人
の
ま
え
に
漁
師
が
現
れ
た
。
濡
れ
た
衣
を

乾
か
す
ひ
ま
も
な
く
、
渡
世
の
憂
い
を
語
り
出
し
、
つ
い
で
阿
漕
が
浦
の
古
歌
を

引
き
、
禁
漁
の
由
来
と
お
の
が
処
刑
の
顛
末
を
あ
か
し
て
姿
を
消
す
。
旅
人
は
浜

辺
に
た
た
ず
ん
で
、
男
の
菩
提
を
弔
う
こ
と
に
し
た
。
夜
が
更
け
て
か
ら
、
漁
師
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の
亡
霊
が
ふ
た
た
び
現
れ
、
満
ち
潮
の
海
に
向
か
っ
て
網
を
引
き
は
じ
め
る
。

「
こ
り
も
せ
で
、
な
ほ
執
心
の
」
尽
き
る
こ
と
な
く
、
波
は
や
が
て
猛
火
と
な
っ

て
男
を
襲
う
。
綱
に
か
ら
ま
る
魚
類
は
毒
蛇
と
な
っ
て
男
を
苦
し
め
、
地
獄
の
氷

と
炎
が
こ
も
ご
も
そ
の
身
を
責
め
さ
い
な
む
。「
阿
漕
が
浦
の
罪つ

み
科と

が
を
、
助
け
給

へ
や
旅
人
よ
、
助
け
給
へ
や
」
と
叫
ぶ
声
も
た
え
だ
え
に
、
波
の
底
へ
と
消
え
て

い
っ
た
。

　

こ
の
曲
の
作
者
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
永
正
十
三
年
（
一
五
一
六
（
以
前
の

『
自
家
伝
抄
』
に
世
阿
弥
作
と
し
て
「
安
古
喜
」
の
名
で
出
る

（
64
（

。
大
永
四
年

（
一
五
二
四
（
の
『
能
本
作
者
註
文
』
に
も
世
阿
弥
作
と
し
て
「
安
濃
」
の
名
で

出
る

（
65
（

。
し
か
し
古
歌
の
扱
い
方
な
ど
、
世
阿
弥
の
手
法
と
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

66
（

。
上
演
の
記
録
は
『
言
継
卿
記
』
に
見
え
る
享
禄
五
年

（
一
五
三
二
（
の
記
事
が
も
っ
と
も
古
い

（
67
（

。

　
『
阿
漕
』『
鵜
飼
』『
善
知
鳥
』
は
三
卑
賤
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
い
ず
れ
も
殺
生

を
な
り
わ
い
と
し
、
生
前
の
罪
で
地
獄
に
堕
ち
た
者
の
物
語
で
あ
る
。
た
だ
し

『
鵜
飼
』
の
鵜
使
い
は
経
の
功
徳
で
地
獄
か
ら
救
い
出
さ
れ
る
。
だ
が
『
阿
漕
』

の
漁
師
も
『
善
知
鳥
』
の
猟
師
も
救
わ
れ
な
い
。『
阿
漕
』
の
漁
師
は
あ
さ
ま
し

い
殺
生
の
家
に
生
ま
れ
た
身
の
不
遇
を
か
こ
つ
ば
か
り
。『
善
知
鳥
』
の
猟
師
は

明
け
暮
れ
殺
生
を
営
む
身
の
情
け
な
さ
を
嘆
く
始
末
だ
っ
た
。
こ
の
者
た
ち
に
救

い
は
な
い
の
か
。
そ
も
そ
も
彼
ら
は
世
間
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
き
た
の

か
。

　

源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
該
当
す
る
記
事
が
あ
る
。
こ
の
書
物
は
六
道
す
な
わ

ち
死
後
の
生
ま
れ
変
わ
り
先
に
関
す
る
仏
教
経
典
の
抜
粋
集
、
い
わ
ゆ
る
抄
物
で

あ
る
。
地
獄
道
か
ら
説
き
は
じ
め
る
。
そ
の
最
初
に
等
活
地
獄
が
七
箇
所
あ
り
、

六
番
目
を
「
不
喜
処
」
と
い
う
。
大
火
炎
が
昼
夜
を
わ
か
た
ず
天
を
焦
が
し
て
い

る
。
そ
こ
は
「
法
螺
貝
を
吹
い
た
り
鼓
を
打
っ
て
恐
ろ
し
げ
な
音
を
た
て
、
鳥
や

獣
を
あ
や
め
た
者
が
堕
ち
る
所
」
と
語
ら
れ
る（

68
（

。
こ
の
記
述
は
漢
訳
経
典
『
正
法

念
処
経
』
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
林
野
を
遊
行
し
、
貝
を
吹
き
鼓

を
打
ち
、
種
種
の
方
便
に
て
大
悪
声
を
作
す
。
そ
の
声
甚
だ
畏
る
べ
し
」
と
あ

り
、
そ
れ
に
た
ず
さ
わ
る
の
は
「
悪
し
き
業
を
行
う
者
」
だ
と
い
う（

69
（

。

　

こ
の
者
た
ち
を
親
鸞
は
「
屠
沽
の
下
類
」
と
呼
ん
だ
。『
唯
信
鈔
文
意
』
に
い

わ
く
、
屠
は
「
よ
ろ
づ
の
い
き
た
る
も
の
を
こ
ろ
し
ほ
ふ
る
も
の
」
を
い
う
。
鳥

獣
魚
類
を
屠
殺
す
る
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
れ
う
し
」
す
な
わ
ち
猟
師
で
あ
り
漁

師
で
あ
る
。
沽
は
「
よ
ろ
づ
の
も
の
を
う
り
か
う
も
の
」
の
こ
と
。
そ
れ
は
「
あ

き
人
」
す
な
わ
ち
商
人
で
あ
る
。
狩
猟
・
漁
業
・
商
業
の
従
事
者
は
い
ず
れ
も

「
下
類
」
と
見
な
さ
れ
た（

70
（

。

　

し
か
し
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
う
。「
れ
う
し
あ
き
人
、
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、

み
な
、
い
し
か
わ
ら
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
」
と
あ
る（

71
（

。
猟
師
も
漁

師
も
商
人
も
石
こ
ろ
や
瓦
礫
の
よ
う
な
私
た
ち
そ
の
も
の
だ
と
い
う
。
彼
ら
だ
け

が
下
類
な
の
で
は
な
い
。
誰
も
ひ
と
し
な
み
に
下
類
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
屠
沽

の
下
類
」
が
「
具
縛
の
凡
愚
」
と
な
ら
べ
て
あ
る
。
そ
れ
は
「
よ
ろ
ず
の
煩
悩
に

し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ら
ば
下
類
の
わ
れ
ら
は
、
親
鸞

の
奉
ず
る
阿
弥
陀
の
救
い
に
あ
ず
か
れ
な
い
の
か
。
親
鸞
を
宗
祖
と
す
る
真
宗
の
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救
済
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
か
。

如
来
の
放
つ
光
に

　

阿
弥
陀
如
来
は
あ
ら
ゆ
る
人
を
救
お
う
と
誓
い
を
立
て
た
。
そ
の
誓
い
を
心
か

ら
信
じ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
誰
も
が
「
摂
取
の
ひ
か
り
の
な
か
に
お
さ
め
と
ら

れ
」
る
と
い
う
。
如
来
の
放
つ
光
に
包
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
猟
師
も
漁
師

も
、
石
こ
ろ
同
然
の
わ
れ
ら
も
こ
と
ご
と
く
包
摂
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
思
い
は

『
歎
異
抄
』
に
も
書
き
と
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
海
川
に
網
を
ひ
き
、
魚
を

釣
っ
て
生
活
す
る
者
も
、
野
山
で
狩
り
し
、
鳥
を
捕
っ
て
命
を
つ
な
ぐ
者
も
、
商

売
し
、
田
畑
を
耕
し
て
暮
ら
す
者
も
変
わ
り
な
い
と
あ
る
。
す
べ
て
は
因
果
の
報

い
な
の
だ
か
ら
、
ど
う
あ
が
い
て
も
仕
方
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
阿
弥
陀
如
来
の

誓
い
を
頼
み
に
せ
よ
と
い
う（

72
（

。

　
『
唯
信
鈔
文
意
』は
親
鸞
自
筆
本
が
伝
わ
る
。そ
こ
に
は
康
元
二
年（
一
二
五
七
（

の
日
付
が
あ
る
。
宗
祖
み
ず
か
ら
そ
の
教
え
を
説
き
つ
づ
け
た
と
し
て
も
、
そ
の

範
囲
は
い
ま
だ
限
ら
れ
て
い
た
ろ
う
。『
歎
異
抄
』
は
弟
子
の
唯
円
が
著
し
た
も

の
だ
が
、「
外
見
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
銘
記
さ
れ
、
長
ら
く
世
に
知
ら
れ
ず
に
い

た
。
本
願
寺
は
参
詣
す
る
人
も
ま
ば
ら
な
時
代
が
つ
づ
い
た
。
真
宗
の
教
え
が
広

ま
っ
た
の
は
宗
祖
か
ら
二
百
年
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
第
八
代
の
門
首
蓮
如
の
尽

力
で
門
徒
の
数
は
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
い
く
。

　

蓮
如
筆
『
御
文
』
第
一
帖
に
「
当
流
の
安あ

ん
じ
ん心

の
お
も
む
き
」
が
語
ら
れ
る
。
真

宗
の
信
心
に
お
い
て
大
事
な
の
は
何
か
。

─
断
じ
て
自
分
の
心
が
悪
い
の
だ
と

決
め
つ
け
た
り
、
迷
い
や
執
着
を
起
こ
さ
ぬ
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
の
で
は
な
い
。

商
売
も
奉
公
も
す
る
が
よ
い
。
狩
り
も
漁

す
な
どり

も
す
る
が
よ
い
。
罪
業
を
重
ね
る
だ

け
の
生
活
に
心
を
く
だ
い
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
ん
な
取
る
に
足
ら
ぬ
私
た
ち
で

も
助
け
て
く
だ
さ
る
と
、
そ
う
誓
っ
た
阿
弥
陀
様
の
悲
願
を
心
か
ら
信
じ
れ
ば
よ

い
の
だ
。
阿
弥
陀
様
に
助
け
て
い
た
だ
い
た
、
そ
の
恩
返
し
の
つ
も
り
で
命
の
あ

る
か
ぎ
り
念
仏
す
る
が
よ
い
。
こ
れ
こ
そ
が
「
安
心
決

け
つ
じ
よ
う

定
し
た
る
信
心
」
だ
と
い

う
（
73
（

。

　

こ
の
文
は
『
御
文
』
の
な
か
で
も
卓
絶
し
て
い
る
。
ど
ん
な
職
業
に
た
ず
さ
わ

る
者
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。「
猟
す
な
ど
り
を
も
せ
よ
」
と
い
う
。
阿
弥
陀

如
来
の
救
い
に
外
れ
る
者
な
ど
、
ど
こ
に
も
い
な
い
。
そ
の
こ
と
が
高
ら
か
に
宣

言
さ
れ
た
。
末
尾
に
文
明
三
年
（
一
四
七
一
（
の
日
付
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
鵜

飼
』
は
も
と
よ
り
『
善
知
鳥
』
や
『
阿
漕
』
に
も
遅
れ
る
時
代
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

先
ほ
ど
の
鵜
飼
を
詠
っ
た
今
様
に
戻
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
で
は
「
鵜
飼
は
い
と

ほ
し
や
」
と
詠
い
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
文
学
史
か
ら
の
指
摘
が
あ

る
。
こ
の
歌
が
含
ま
れ
る
『
梁
塵
秘
抄
』「
四
句
神
歌
」
の
担
い
手
は
神
に
つ
な

が
る
職
能
者
で
あ
っ
て
、
鵜
飼
は
「
よ
そ
目
」
に
見
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
歌
は
鵜
飼
が
み
ず
か
ら
詠
ん
だ
も
の
と
は
考
え
が
た
い
と
い
う（

74
（

。
た
だ
、
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
初
句
は
た
し
か
に
第
三
者
の
視
点
で
あ
っ
て
も
、
結
句

が
「
後
生
わ
が
身
を
い
か
に
せ
ん
」
と
あ
っ
て
一
人
称
に
転
じ
て
い
る
点
で
あ

る
。
鵜
飼
本
人
の
嘆
き
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
を
詠
う
者
の
嘆
き
が
こ
こ
で
重

な
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
は
生
業
ゆ
え
に
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
罪
障
の
自
覚
が
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あ
り
、
救
わ
れ
る
べ
き
人
の
姿
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い（

75
（

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

時
代
は
す
で
に
下
類
の
わ
れ
ら
の
救
い
の
あ
り
か
を
求
め
て
い
た
。
や
が
て
そ
の

先
に
は
、
摂
取
不
捨
の
利り

や
く益

に
あ
ず
か
る
数
知
れ
ぬ
人
々
の
姿
が
立
ち
現
れ
て
く

る
。

四
　
謡
曲
へ
流
れ
こ
む
も
の

う
な
い
お
と
め
の
末
路

　
『
善
知
鳥
』
の
な
か
で
、
外
の
浜
に
あ
る
猟
師
の
家
に
お
も
む
い
た
旅
僧
が
亡

者
か
ら
託
さ
れ
た
蓑
笠
を
手
向
け
た
。
そ
の
と
き
「
南
無
幽
霊
出
離
生
死
頓
証
菩

提
」
と
唱
え
て
い
る（

76
（

。
謡
曲
『
求
塚
』
に
同
じ
経
文
が
あ
る
。

　
『
求
塚
』
は
菟う

な
い
お
と
め

名
日
処
女
の
物
語
で
あ
る
。『
万
葉
集
』（
巻
九
、一
八
〇
九
番
（

に
詠
ま
れ
、『
大
和
物
語
』（
一
四
七
段
（
に
語
ら
れ
て
い
る
。
二
人
の
男
に
求
婚

さ
れ
た
処
女
が
水
鳥
を
射
当
て
た
者
の
求
め
に
応
じ
よ
う
と
し
た
。
両
者
と
も
に

射
当
て
た
た
め
、
処
女
は
入
水
し
、
男
た
ち
も
刺
し
違
え
た
。
処
女
の
亡
霊
が
塚

か
ら
現
れ
、
身
の
咎
ゆ
え
に
こ
う
む
り
つ
づ
け
る
地
獄
の
苦
し
み
を
語
り
尽
く

す
。
こ
の
曲
は
世
阿
弥
の
『
五
音
』
に
「
亡
父
曲
」
と
あ
る（

77
（

。
世
阿
弥
の
手
が
加

わ
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
基
本
的
に
は
曲
も
詞
章
も
観
阿
弥
の
原
作
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
複
式
夢
幻
能
の
最
初
期
の
作
例
と
さ
れ
る（

78
（

。

　

問
題
の
経
文
は
旅
僧
が
菟
名
日
処
女
を
弔
っ
て
読
経
す
る
場
面
に
出
て
く
る
。

処
女
の
塚
の
前
に
坐
し
た
僧
が
「
弔
ふ
法
の
声
立
て
て
、
南
無
幽
霊
成
等
正
覚
、

出
離
生
死
頓
証
菩
提
」
と
唱
え
た（

79
（

。
こ
れ
は
さ
か
の
ぼ
れ
ば
源
信
の
『
二
十
五
三

昧
式
』
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
縁
あ
る
衆
生
も
縁
な
き
衆
生
も
差
別
な

く
、
す
べ
て
の
霊
が
生
死
の
境
涯
を
離
れ
て
菩
提
を
得
る
よ
う
に
と
説
く

（
80
（

。
そ
の

と
き
の
文
言
が
「
出
離
生
死
証
大
菩
提
」
で
あ
る
。

　
『
善
知
鳥
』
で
は
猟
師
の
亡
霊
が
こ
の
経
文
に
感
じ
て
姿
を
現
し
た
。
そ
し
て

「
陸
奥
の
、
外
の
浜
な
る
呼
子
鳥
」
の
歌
を
詠
ん
だ
の
ち
、「
一
見
卒
塔
婆
永
離
三

悪
道
」
と
い
う
経
文
を
唱
え
た
。
た
と
え
卒
塔
婆
を
拝
し
た
だ
け
で
も
地
獄
・
餓

鬼
・
畜
生
の
三
悪
道
の
苦
し
み
か
ら
の
が
れ
ら
れ
る
と
い
う
。
わ
が
身
の
た
め
に

卒
塔
婆
を
立
て
て
供
養
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
。
観
阿
弥
作
の
『
卒
都
婆
小
町
』

に
同
じ
文
言
が
見
え
る
。
老
い
た
小
町
が
朽
ち
木
に
腰
掛
け
て
い
る
と
、
そ
れ
は

卒
塔
婆
だ
と
僧
が
さ
と
し
て
こ
れ
を
唱
え
る
。
す
る
と
小
町
は
「
一
念
発
起
菩
提

心
」
と
唱
え
、
菩
提
を
求
め
る
心
を
起
こ
す
こ
と
の
功
徳
を
述
べ
て
応
酬
し
た（

81
（

。

こ
れ
は
世
阿
弥
の
『
知
章
』
に
も
受
け
つ
が
れ
た
。
旅
僧
が
須
磨
の
浦
で
卒
塔
婆

を
見
つ
け
る
場
面
で
あ
る
。
清
盛
の
孫
知
章
を
供
養
し
た
も
の
で
、
こ
こ
が
討
死

の
場
所
だ
と
い
う
。
旅
僧
は
こ
の
経
文
を
唱
え
、
知
章
の
霊
が
「
成
道
正
覚
」
を

得
る
こ
と
を
願
っ
た（

82
（

。
そ
れ
は
生
と
死
の
く
り
か
え
し
か
ら
脱
し
て
覚
醒
す
る
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
菩
提
を
得
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
成
仏
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
さ
か
の
ぼ
れ
ば
源
信
の
『
万
法
甚
深
最
頂
仏
心
法
要
』
に
至
る
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
は
「
菩
提
心
論
に
云
う
」
と
し
て
、「
一
念
に
発
起
す
る
菩
提
心
、

百
千
塔
を
造
立
す
る
よ
り
勝
れ
た
り
」
と
説
く

（
83
（

。「
菩
提
心
論
」
と
は
不
空
訳

『
金
剛
頂
瑜
伽
中
発
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
論
』
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
文
言
は

見
当
た
ら
な
い
。
闍
那
崛
多
訳
『
出
生
菩
提
心
経
』
に
造
寺
造
塔
の
功
徳
を
述
べ
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た
文
は
あ
る
が
言
葉
が
違
う

（
84
（

。『
謡
曲
拾
葉
抄
』
は
「
華
厳
経
に
曰
く
」
と
し
て

い
る
。
し
か
し
三
種
あ
る
漢
訳
『
華
厳
経
』
に
も
や
は
り
該
当
す
る
文
言
は
見
当

た
ら
な
い
。
貞
慶
の
『
心
要
鈔
』
は
「
経
に
云
う
」
と
す
る
の
み
で
経
典
名
を
示

し
て
い
な
い（

85
（

。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
典
拠
は
不
明
と
す
る
ほ
か
な
い
が
、
古
く
か
ら
何
か
の

経
文
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
平
康
頼
の
『
宝
物
集
』
に
「
一
念
菩
提
心
を
お
こ

す
功
徳
、
百
千
の
堂
を
つ
く
る
に
す
ぐ
れ
た
り
」
と
あ
る（

86
（

。
こ
れ
は
治
承
年
間

（
一
一
七
七
〜
八
一
（
の
成
立
と
さ
れ
る
。
鎌
倉
市
材
木
座
の
五
所
神
社
に
弘
長

二
年
（
一
二
六
二
（
銘
の
板
碑
が
あ
り
、『
知
章
』
の
文
言
と
同
じ
も
の
が
刻
ん

で
あ
る（

87
（

。
鹿
児
島
県
錦
江
町
に
あ
る
文
永
四
年
（
一
二
六
七
（
銘
の
笠
石
塔
婆
に

も
同
じ
文
言
が
見
え
る（

88
（

。
仏
書
記
載
の
例
と
し
て
天
倫
楓
隠
の
『
諸
回
向
清
規
』

を
あ
げ
た
い（

89
（

。
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
（
の
撰
述
で
あ
る
か
ら
ず
っ
と
遅
れ
る

が
、
こ
れ
は
臨
済
宗
の
年
忌
法
要
に
用
い
た
式
文
集
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
頃
に
は

あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

90
（

。

紅
蓮
大
紅
蓮
地
獄

　
『
善
知
鳥
』
は
こ
の
「
一
見
卒
塔
婆
」
の
経
文
を
あ
げ
た
の
ち
、
仏
の
名
号
と

そ
の
教
え
は
紅
蓮
地
獄
と
大
紅
蓮
地
獄
、
焦
熱
地
獄
と
大
焦
熱
地
獄
の
責
め
苦
を

し
の
ぐ
と
い
う
。「
た
と
ひ
紅
蓮
大
紅
蓮
な
り
と
も
、
名
号
智
火
に
は
消
え
ぬ
べ

し
。
焦
熱
大
焦
熱
な
り
と
も
、
法
水
に
は
勝
た
じ
」
と
あ
る
。『
阿
漕
』
で
は
こ

れ
ら
の
地
獄
が
身
を
さ
い
な
む
と
語
っ
た
。「
紅
蓮
大
紅
蓮
の
氷
に
、
身
を
傷
め

骨
を
砕
け
ば
、
叫
ぶ
息
は
、
焦
熱
大
焦
熱
の
、
焔
煙
雲
霧
、
た
ち
ゐ
に
隙
も
な

き
」
と
あ
る
。
謡
曲
『
歌
占
』
も
同
様
に
語
る
。「
あ
る
時
は
、
焦
熱
大
焦
熱
の
、

炎
に
む
せ
び
、
あ
る
時
は
、
紅
蓮
大
紅
蓮
の
、
氷
に
閉
じ
ら
れ
」
と
あ
る（

91
（

。
こ
の

曲
は
世
阿
弥
の
『
五
音
』
に
元
雅
の
作
と
記
さ
れ
た
。

　

こ
れ
は
さ
か
の
ぼ
れ
ば
永
観
の
『
往
生
講
式
』
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は

「
無
始
よ
り
以こ

の
か
た来

、
六
趣
に
輪
廻
し
備

つ
ぶ
さに

諸
の
苦
を
受
く
。
或
は
焦
熱
大
焦
熱
の

炎
に
咽
び
、
或
は
紅
蓮
大
紅
蓮
の
氷
に
閉
じ
ら
る
」
と
説
く

（
92
（

。
こ
れ
は
承
歴
三
年

（
一
〇
七
九
（
に
撰
述
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
源
泉
に
は
源
信
の
『
二
十
五
三
昧

式
』
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
願
わ
く
ば
焦
熱
大
焦
熱
の
中
、
紅
蓮
大
紅
蓮
の
間
、

遍
照
の
光
明
を
放
ち
、
速
か
に
受
苦
の
衆
生
を
引
導
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
」
と
説

く
。『
謡
曲
拾
葉
抄
』
は
源
信
の
『
三
界
義
』
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
炎
熱

地
獄
・
極
熱
地
獄
・
紅
蓮
華
地
獄
・
大
紅
蓮
華
地
獄
に
つ
い
て
説
く
。
し
か
し
内

容
は
一
致
せ
ず
、
謡
曲
の
詞
章
の
典
拠
と
は
見
な
せ
な
い（

93
（

。
地
獄
の
名
は
多
く
の

漢
訳
仏
典
に
説
か
れ
た
が
、
直
接
の
典
拠
と
し
て
は
『
往
生
要
集
』
に
も
と
づ
く

場
合
が
多
か
ろ
う
。『
求
塚
』
に
「
ま
づ
等
活
黒
縄
衆
合
、
叫
喚
大
叫
喚
、
炎
熱

極
熱
無
間
の
底
に
、
足
上
頭
下
と
落
つ
る
間
は
」
と
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
。

　
『
善
知
鳥
』
に
戻
っ
て
、
つ
づ
く
地
獄
の
責
め
苦
の
場
面
で
は
、
う
と
う
が
化

鳥
と
な
っ
て
猟
師
に
襲
い
か
か
る
。「
鉄

く
ろ
が
ねの

、
嘴

く
ち
ば
しを

鳴
ら
し
羽
を
た
た
き
、
銅
の

爪
を
磨
ぎ
立
て
て
は
、
眼
を
掴
ん
で
肉
を
、
叫
ば
ん
と
す
れ
ど
も
猛
火
け
ぶ
り

に
、
む
せ
ん
で
声
を
上
げ
得
ぬ
」
と
あ
る
。
猟
師
は
雉
に
変
じ
て
野
犬
や
鷹
に
追

い
か
け
ら
れ
る
と
い
う
。『
求
塚
』
で
は
鴛
鴦
が
鉄
鳥
と
化
し
、「
鉄
の
、
嘴
足
剣
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の
ご
と
く
な
る
が
、
頭
を
つ
つ
き
髄
を
食
ふ
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
さ
か
の
ぼ
れ
ば

『
往
生
要
集
』
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
前
に
あ
げ
た
等
活
地
獄
第
六
の
不
喜
処
に
つ

づ
く
箇
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
嘴
か
ら
炎
を
吐
く
鳥
が
棲
み
、
野
犬
や
狐
が
恐
ろ

し
い
う
な
り
声
を
あ
げ
、
突
如
襲
い
か
か
っ
て
き
て
罪
人
の
肉
を
食
ら
う
。
堅
い

嘴
を
し
た
虫
が
骨
に
入
り
込
ん
で
髄
を
食
い
荒
ら
す
と
あ
る（

94
（

。『
往
生
要
集
』
は

漢
訳
経
典
に
依
拠
す
る
か
ら
全
文
漢
文
だ
が
、
こ
れ
に
加
点
訓
読
を
施
し
た
書
物

が
続
々
と
現
れ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
最
明
寺
本
に
は
「
熱
炎
の
嘴
ア
ル
鳥
、
狗
犬
野

干
の
其
の
声
、
極
悪
に
シ
テ
甚
タ
怖
畏
ス
可
シ
、
常
ニ
来
テ
食
噉
す
」
と
あ
り
、

「
金
剛
嘴
ア
ル
虫
、
骨
ノ
中
ニ
往
来
テ
、
其
の
髄
ヲ
食
ラ
フ
」
と
あ
る（

95
（

。
こ
う
し

た
訓
読
本
が
謡
曲
の
実
際
の
源
泉
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
『
善
知
鳥
』
の
同
じ
場
面
、
叫
ぼ
う
に
も
声
が
出
な
い
と
あ
る
箇
所
に
つ
い
て

は
、
謡
曲
『
砧
』
に
な
ら
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

96
（

。
そ
こ
に
は
「
胸
の

煙
の
、
炎
に
む
せ
べ
ば
、
叫
べ
ど
声
が
、
出
で
ば
こ
そ
」
と
あ
る（

97
（

。
こ
の
曲
は
世

阿
弥
の
作
と
さ
れ
る（

98
（

。
こ
れ
ま
た
さ
か
の
ぼ
れ
ば
源
信
の
『
二
十
五
三
昧
式
』
に

至
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
罪
人
は
火
炎
に
包
ま
れ
、
煮
え
た
ぎ
っ
た
鉄
が
肝
を

砕
く
。「
泣
け
ど
涙
落
ち
ず
、
猛
火
眼
を
焼
く
故
な
り
。
叫
べ
ど
声
出
で
ず
、
鉄

丸
喉
に
満
つ
る
故
な
り
」
と
あ
る
。
な
お
、
こ
の
く
だ
り
の
末
尾
に
先
ほ
ど
の

「
出
離
生
死
証
大
菩
提
」
の
経
文
が
示
さ
れ
、
阿
弥
陀
の
名
号
を
唱
え
る
こ
と
を

勧
め
て
い
る
。
そ
こ
に
参
集
し
た
人
々
が
こ
れ
を
唱
和
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

「
亡
者
の
影
は
失
せ
に
け
り
」

　
『
善
知
鳥
』
の
最
後
の
詞
章
は
、「
助
け
て
賜
べ
や
御
僧
、
助
け
て
賜
べ
や
御
僧

と
、
言
ふ
か
と
思
へ
ば
失
せ
に
け
り
」
で
あ
る
。
亡
霊
が
消
え
去
る
の
は
謡
曲
の

常
道
の
ひ
と
つ
だ
が
、『
阿
漕
』
の
最
後
は
こ
れ
と
き
わ
め
て
近
い
。
そ
こ
に
は

「
阿
漕
が
浦
の
、
罪
科
を
、
助
け
給
へ
や
旅
人
よ
、
助
け
給
へ
や
旅
人
と
て
、
ま

た
波
に
入
り
に
け
り
、
ま
た
波
の
底
に
入
り
に
け
り
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
『
求

塚
』
の
構
成
に
な
ら
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
「
な
う
御
僧
こ
の
苦
し
み

を
ば
、
何
と
か
助
け
給
ふ
べ
き
」
と
乞
う
た
の
ち
、
先
ほ
ど
の
責
め
苦
の
さ
ま
が

描
写
さ
れ
、
や
が
て
塚
の
な
か
へ
と
「
亡
者
の
形
は
失
せ
に
け
り
、
亡
者
の
影
は

失
せ
に
け
り
」
と
な
っ
て
終
わ
る
。

　

こ
こ
ま
で
改
め
て
ふ
り
か
え
れ
ば
、『
善
知
鳥
』
の
「
南
無
幽
霊
出
離
生
死
頓

証
菩
提
」
は
観
阿
弥
の
『
求
塚
』
が
こ
れ
に
先
ん
じ
て
い
た
。
も
と
に
は
源
信
の

『
二
十
五
三
昧
式
』
が
あ
っ
た
。
次
に
「
一
見
卒
塔
婆
永
離
三
悪
道
」
は
観
阿
弥

の
『
卒
都
婆
小
町
』
が
先
ん
じ
て
い
た
。
も
と
に
は
源
信
の
『
万
法
甚
深
最
頂
仏

心
法
要
』
が
あ
り
、
世
阿
弥
の
『
知
章
』
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
次
に
「
紅
蓮
大

紅
蓮
」
と
「
焦
熱
大
焦
熱
」
の
詞
章
は
『
往
生
要
集
』
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
が
、
直
接
に
は
『
二
十
五
三
昧
式
』
や
『
往
生
講
式
』
に
も
と
づ
い

て
い
た
。
そ
れ
は
『
求
塚
』
に
つ
な
が
り
、『
善
知
鳥
』
や
『
阿
漕
』、
元
雅
の

『
歌
占
』
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
あ
の
世
で
化
鳥
に
襲
わ
れ
る
さ
ま
は
『
求
塚
』

の
描
写
が
先
ん
じ
て
い
た
。
も
と
に
は
源
信
の
『
二
十
五
三
昧
式
』
が
あ
り
、
世

阿
弥
の
『
砧
』
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
僧
に
助
け
を
乞
い
つ
つ
も
、
救
わ
れ
る
こ
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と
が
な
い
ま
ま
消
え
て
い
く
と
こ
ろ
は
『
求
塚
』
が
先
ん
じ
て
お
り
、『
阿
漕
』

で
も
く
り
か
え
さ
れ
た
。
総
じ
て
構
想
も
詞
章
も
『
善
知
鳥
』
は
観
阿
弥
の
『
求

塚
』
に
多
く
を
負
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

謡
曲
の
素
材
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
の
多
く
が
中
世
の
古
今
注
で
あ
る

こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
そ
れ
は
『
古
今
集
』
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
た
文
芸
世
界
の

こ
と
だ
っ
た
。
同
様
に
、
謡
曲
の
背
景
に
あ
る
仏
教
的
な
語
彙
も
、
仏
教
経
典
そ

れ
自
体
で
は
な
く
『
往
生
要
集
』
の
よ
う
な
抄
物
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
さ
ら
に

そ
れ
を
人
々
が
唱
え
る
講
式
に
加
工
し
た
も
の
に
よ
り
多
く
依
拠
し
た
に
ち
が
い

な
い
。
読
ま
れ
た
『
往
生
要
集
』
よ
り
も
歌
わ
れ
た
講
式
の
方
が
直
接
の
素
材
に

な
り
得
た
で
あ
ろ
う
。

注（
1
（ 

小
山
弘
志
・
佐
藤
健
一
郎
校
注
『
謡
曲
集
』
２
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、

小
学
館
、
一
九
八
九
年
、
二
〇
八
〜
二
一
八
頁
。
現
代
語
訳
を
お
こ
な
う
に
あ

た
り
、
同
書
所
載
の
訳
文
、
な
ら
び
に
佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観
』
第
一
巻

（
明
治
書
院
、
一
九
三
〇
年
、
三
八
三
〜
三
九
三
頁
（
所
載
の
訳
文
を
参
照
し

た
。
い
ず
れ
も
仏
教
の
語
彙
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
で
き
る
限
り
訳
出
を
試
み
た
。

（
2
（ 

伊
藤
正
義
校
注
『
謡
曲
集
』
上
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一
九
八
三
年
、
一
四
九

頁
。

（
3
（ 

五
来
重
『
葬
と
供
養
（
上
（』
五
来
重
著
作
集
第
十
一
巻
、
法
藏
館
、
二
〇
〇
九

年
、
九
五
頁
。
謡
曲
本
文
の
「
高
も
が
り
の
屋
」
に
つ
い
て
、
伊
藤
正
義
は

「
高
く
結
っ
た
竹
矢
来
の
小
屋
」
と
注
し
て
い
る
（『
謡
曲
集
』
上
、
前
掲
書
、

一
四
九
頁
、
注
一
二
（。
竹
矢
来
で
家
を
囲
む
の
は
死
者
の
霊
魂
を
封
鎖
す
る
た

め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
著
『
葬
儀
と
日
本
人 

─ 

位
牌
の
比
較
宗
教
史
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
一
年
、
六
〇
頁
。

（
4
（ 

『
親
元
日
記
』
竹
内
理
三
編
『
続
史
料
大
成
』
第
一
〇
巻
、
臨
川
書
店
、

一
九
六
七
年
、
二
一
五
頁
。

（
5
（ 

『
親
元
日
記
』
同
書
、
二
一
九
頁
。

（
6
（ 

佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
三
八
一
頁
。

（
7
（ 

『
粟
田
口
猿
楽
記
』
新
校
群
書
類
従
第
十
五
巻
、
名
著
普
及
会
、
一
九
二
九
年
、

八
一
六
頁
。

（
8
（ 

表
章
・
伊
藤
正
義
校
注
『
金
春
古
伝
書
集
成
』
わ
ん
や
書
店
、
一
九
六
九
年
、

四
三
七
頁
。

（
9
（ 

林
屋
辰
三
郎
校
注
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
日
本
思
想
大
系
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
三
年
、
四
八
三
頁
。

（
10
（ 

『
大
塔
物
語
』
信
濃
史
料
編
纂
会
編
『
信
濃
史
料
叢
書
（
下
（』
歴
史
図
書
社
、

一
九
六
九
年
、
六
〇
八
頁
。

（
11
（ 

村
田
隆
太
郎
「「
善
知
鳥
」
再
考 

─
「
う
つ
ほ
ど
り
」
か
ら
「
う
と
う
」
へ
」

『
学
芸
国
語
国
文
学
』
五
〇
号
、
二
〇
一
八
年
、
二
四
五
〜
二
四
七
頁
。

（
12
（ 

『
温
故
知
新
書
』
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
、
八
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
五

頁
。

（
13
（ 

『
伊
京
集
』
中
田
祝
夫
『
古
本
節
用
集
六
種
研
究
並
び
に
総
合
索
引
』
勉
誠
社
、

一
九
七
九
年
、
六
七
頁
。

（
14
（ 

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
（
刊
行
の
『
日
葡
辞
書
』
に
は
、 «V

tô. hum
 certo 

passoro»

「
ウ
ト
ー
、あ
る
鳥
」と
あ
る
。V

ocabulario da lingoa de Iapam
 

com
 a declaração em

 Portugues, Com
panhia de Iesus, N

angasaqui, 
1603, fol.391vo;

『
キ
リ
シ
タ
ン
版 

日
葡
辞
書
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
、

七
九
四
頁
。

（
15
（ 

『
天
正
十
七
年
本 

運
歩
色
葉
集
』
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
、
臨
川
書
店
、

一
九
七
七
年
、
二
二
七
〜
二
二
八
頁
。

（
16
（ 

同
書
解
説
、
三
一
八
頁
。

（
17
（ 
『
草
根
集
』
三
「
恋
下
」
白
井
た
つ
子
翻
刻
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
古

典
叢
書
、
一
九
六
八
年
、
一
〇
四
頁
、
一
三
七
頁
。
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（
18
（ 
『
連
珠
合
璧
集
』
十
六
「
鳥
類
」
木
藤
才
蔵
・
重
松
裕
巳
校
注
『
連
歌
論
集
』

一
、三
弥
井
書
店
、
一
九
七
二
年
、
一
一
二
頁
。

（
19
（ 

『
廻
国
雑
記
』
高
橋
良
雄
『
中
世
日
記
紀
行
文
学
全
評
釈
集
成
』
第
七
巻
、
勉
誠

出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
五
八
〜
五
九
頁
。

（
20
（ 

『
藻
塩
草
』
巻
十
「
鳥
類
」
大
阪
俳
文
学
研
究
会
編
『
藻
塩
草
本
文
篇
』
和
泉
書

院
、
一
九
七
九
年
、
一
四
九
頁
。

（
21
（ 

『
鴉
鷺
物
語
』
第
九
「
両
方
軍
手
分
、
九
月
六
日
合
戦
、
鵄
追
善
、
雀
懸
梓
事
」

市
古
貞
次
他
校
注
『
室
町
物
語
集
』
上
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
四
、
岩
波

書
店
、
一
九
八
九
年
、
一
五
八
頁
。

（
22
（ 

『
あ
さ
か
ほ
の
つ
ゆ
』
横
山
重
・
松
本
隆
信
編
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
一
、

角
川
書
店
、
一
九
七
三
年
、
四
〇
八
頁
。

（
23
（ 

『
八
帖
花
伝
書
』『
古
代
中
世
芸
術
論
』
前
掲
書
、
五
八
三
、
五
九
一
、
六
一
九
、 

六
五
〇
頁
。

（
24
（ 

『
自
家
伝
抄
』
西
尾
実
・
田
中
允
・
金
井
清
光
・
池
田
広
司
編
『
謡
曲 

狂
言
』

増
補
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
８
、三
省
堂
、
一
九
七
七
年
、
一
四
五
頁
。

（
25
（ 

『
自
家
伝
抄
』
同
書
、
一
四
九
頁
。

（
26
（ 

西
尾
実
他
編
『
謡
曲 

狂
言
』
前
掲
書
、
三
〇
九
頁

（
27
（ 

『
能
本
作
者
註
文
』
西
尾
実
他
編
『
謡
曲 

狂
言
』
一
一
七
〜
一
一
八
頁
。

（
28
（ 

『
い
ろ
は
作
者
註
文
』
西
尾
実
他
編
『
謡
曲 

狂
言
』
一
二
五
頁
。

（
29
（ 

『
歌
謡
作
者
考
』
西
尾
実
他
編
『
謡
曲 

狂
言
』
一
三
七
頁
。

（
30
（ 

小
西
甚
一
「
阿
漕
の
作
者
」『
能
』
七
巻
一
二
号
、
一
九
五
三
年
、
三
頁
。

（
31
（ 

小
西
甚
一
・
草
深
清
「
善
知
鳥
（
謡
曲
狂
言
鑑
賞
・
三
（」『
国
文
学 

言
語
と
文

芸
』
四
巻
二
号
、
一
九
六
二
年
、
五
八
頁
。

（
32
（ 

小
田
幸
子
「
作
品
研
究
「
善
知
鳥
」」『
観
世
』
四
〇
巻
一
一
号
、
一
九
七
三
年
、

五
、九
頁
。

（
33
（ 

家
原
彰
子
「
善
知
鳥
小
考 

─ 

地
獄
描
写
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」『
同
志
社
国
文

学
』
八
五
号
、
二
〇
一
六
年
、
三
四
頁
。

（
34
（ 

三
宅
晶
子
『
歌
舞
能
の
確
立
と
展
開
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
一
年
、
四
一
六

頁
。

（
35
（ 

『
山
姥
』
小
山
弘
志
・
佐
藤
健
一
郎
『
謡
曲
集
』
２
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
、
五
七
八
頁
。

（
36
（ 

古
今
注
と
謡
曲
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
に
学
ん
だ
。
熊
澤
れ

い
子
「
古
今
集
と
謡
曲 

─ 

中
世
古
今
集
と
の
関
連
に
お
い
て
」
京
都
大
学
文

学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
『
国
語
国
文
』
三
九
巻
一
〇
号
、
一
九
七
〇
年
。

片
桐
洋
一
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
（
一
（』
赤
尾
照
文
堂
、
一
九
七
一
年
。

伊
藤
正
義
「
謡
曲
の
和
歌
的
基
盤
」『
観
世
』
四
〇
巻
八
号
、
一
九
七
三
年
。
再

録
『
謡
と
能
の
世
界
』
上
、
伊
藤
正
義
中
世
文
華
論
集
第
一
巻
、
和
泉
書
院
、

二
〇
一
二
年
。

（
37
（ 

『
弘
安
十
年
古
今
集
歌
注
』
片
桐
洋
一
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
（
二
（』
赤

尾
照
文
堂
、
一
九
七
三
年
、
三
五
四
頁
。

（
38
（ 

『
弘
安
十
年
古
今
集
歌
注
』
同
書
、
四
三
〇
頁
。

（
39
（ 

『
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
』
国
文
学
研
究
資
料
館
編
「
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
翻

刻
」『
中
世
古
今
和
歌
集
注
釈
の
世
界
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八
年
、
四
五
六

頁
。

（
40
（ 

片
桐
洋
一
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
（
二
（』
三
二
頁
。

（
41
（ 

『
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
』
前
掲
書
、
四
五
六
頁
。

（
42
（ 

『
古
今
秘
註
抄
』
吉
澤
義
則
『
未
刊
国
文
古
註
釈
大
系
』
第
四
冊
、
帝
国
教
育
会

出
版
部
、
一
九
三
五
年
、
二
六
四
頁
。

（
43
（ 

吉
澤
義
則
『
未
刊
国
文
古
註
釈
大
系
』
二
四
八
頁
。

（
44
（ 

神
作
光
一
「
歌
枕
名
寄
」『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
五
年
、
二
九
四
頁
。

（
45
（ 

『
新
撰
歌
枕
名
寄
』
黒
田
彰
子
編
『
新
撰
歌
枕
名
寄
（
下
（』
古
典
文
庫
、

一
九
八
九
年
、
一
一
九
〜
一
二
〇
頁
。

（
46
（ 

『
謡
曲
拾
葉
抄
』
國
學
院
大
学
出
版
部
、
一
九
〇
九
年
、
七
一
三
頁
。

（
47
（ 

こ
の
場
合
に
限
ら
ず
、『
謡
曲
拾
葉
抄
』
の
著
者
が
何
に
も
と
づ
い
て
該
当
の
書

名
を
あ
げ
た
の
か
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
書
に
お
け
る
資
料
操
作
の
実

態
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
伊
藤
正
義
「『
謡
曲
拾
葉
抄
』
に
つ
い
て 

─ 

著

者
と
そ
の
方
法
」『
謡
と
能
の
世
界
（
下
（』
中
世
文
華
論
集
第
二
巻
、
和
泉
書

院
、
二
〇
一
三
年
、
二
七
一
頁
。

（
48
（ 

こ
こ
で
は
「
紅
の
泪
」
に
つ
づ
い
て
、
小
指
を
噛
み
切
っ
て
そ
の
血
で
歌
を
記
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し
た
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
歌
と
ま
る
で
無
関
係
な
「
日
本
記
」
の
物
語
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
初
雁
文
庫
本
『
弘
安
十
年
古
今
集
歌
注
』
片
桐
洋
一
『
中
世
古

今
集
注
釈
書
解
題
（
二
（』
赤
尾
照
文
堂
、
一
九
七
一
年
、
三
六
三
頁
。

（
49
（ 
『
秘
蔵
抄
』
下
「
鳥
部
」
新
編
国
歌
大
観
第
五
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
八
七
年
、

八
六
八
〜
八
六
九
頁
。

（
50
（ 

伊
藤
正
義
『
謡
曲
集
』
上
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一
五
五
頁
、
注
一
四
。

（
51
（ 

こ
こ
で
も
「
漢
書
云
」
と
い
う
出
所
不
明
の
記
述
が
加
わ
っ
て
い
る
。『
古
今
和

歌
集
序
聞
書
三
流
抄
』
片
桐
洋
一
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
（
二
（』
前
掲

書
、
二
五
八
頁
。

（
52
（ 

『
正
徹
物
語
』
下
、
久
松
潜
一
・
西
尾
實
『
歌
論
集 

能
楽
論
集
』
日
本
古
典
文

学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
、
二
三
一
頁
。

（
53
（ 

久
松
潜
一
・
西
尾
實
『
歌
論
集 
能
楽
論
集
』
一
六
五
頁
。

（
54
（ 

伊
藤
正
義
『
謡
曲
集
』
上
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
四
〇
九
頁
。

（
55
（ 

篠
田
浩
一
郎
「
善
知
鳥
・
烏
頭
・
有
多
宇 

─ 

日
本
の
深
層
文
化
を
索
め
て
」

『
中
世
へ
の
旅 

─ 

歴
史
の
深
層
を
た
ず
ね
て
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
、

一
八
二
頁
。
齊
藤
泰
助
『
善
知
鳥
物
語
考
』
桂
書
房
、
一
九
九
四
年
、
二
五
二

頁
。

（
56
（ 

里
井
陸
郎
『
謡
曲
百
選 

─ 

そ
の
詩
と
ド
ラ
マ
（
上
（』
笠
間
書
院
、
一
九
七
九

年
、
八
三
頁
。
立
山
信
仰
に
加
え
、
仏
教
説
話
の
一
類
型
で
あ
る
「
片
袖
幽
霊

譚
」
の
摂
取
に
つ
い
て
も
指
摘
が
あ
る
。
亡
霊
が
あ
た
え
た
片
袖
が
形
見
の
衣

に
合
致
す
る
と
い
う
奇
譚
で
、
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
（
成
立
の
『
清
涼
寺

縁
起
』
や
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
（
刊
行
の
『
奇
異
雑
談
集
』
等
に
見
え
て
い

る
。
以
下
を
参
照
。
徳
江
元
正
「『
善
知
鳥
』
論
（
上
（」『
國
學
院
雑
誌
』
七
四

巻
一
二
号
、
一
九
七
三
年
、
一
四
頁
。

（
57
（ 

『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
「
雑
法
文
歌
」
川
口
久
雄
・
志
田
延
義
『
和
漢
朗
詠
集 
梁

塵
秘
抄
』
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
三
八
六
頁
、

二
四
〇
番
。

（
58
（ 

『
風
姿
花
伝
』「
花
伝
第
六 

花
修
云
」
田
中
裕
校
注
『
世
阿
弥
芸
術
論
集
』
新
潮

日
本
古
典
集
成
、
一
九
七
六
年
、
六
九
〜
七
〇
頁
。

（
59
（ 

『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
「
雑
」『
和
漢
朗
詠
集 

梁
塵
秘
抄
』
前
掲
書
、
四
〇
七
頁
、

三
五
五
番
。

（
60
（ 

『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
』『
世
阿
弥
芸
術
論
集
』
前
掲
書
、
一
八
四
、二
二
七

頁
。

（
61
（ 

『
糺
河
原
勧
進
猿
楽
記
』
藝
能
史
研
究
会
編
『
田
楽
・
猿
楽
』
日
本
庶
民
文
化
史

料
集
成
第
二
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
七
四
年
、
一
四
六
頁
。

（
62
（ 

『
鵜
飼
』
伊
藤
正
義
『
謡
曲
集
』
上
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一
一
六
頁
。

（
63
（ 

『
阿
漕
』
伊
藤
正
義
『
謡
曲
集
』
上
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
二
八
頁
。

（
64
（ 

『
自
家
伝
抄
』
前
掲
書
、
一
四
五
、一
四
九
頁
。

（
65
（ 

『
能
本
作
者
註
文
』
前
掲
書
、
一
一
七
〜
一
一
八
頁
。

（
66
（ 

伊
藤
正
義
『
謡
曲
集
』
上
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
三
九
四
頁
。

（
67
（ 

『
言
継
卿
記
』
高
橋
隆
三
・
斎
木
一
馬
・
小
坂
浅
吉
校
訂
『
増
補 

言
継
卿
記
』

第
一
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
六
年
、
一
八
四
頁
。

（
68
（ 

源
信
撰
『
往
生
要
集
』
巻
上
大
文
第
一
「
厭
離
穢
土
」
大
正
新
修
大
蔵
経

二
六
八
二
、八
四
巻
三
三
頁
中
二
四
〜
二
八
行
。

（
69
（ 

『
正
法
念
処
経
』
巻
六
「
地
獄
品
之
二
」
大
正
新
修
大
蔵
経
七
二
一
、一
七
巻

二
九
頁
上
二
二
〜
二
七
行
。

（
70
（ 

『
唯
信
鈔
文
意
』
金
子
大
榮
編
『
原
典
校
註 

真
宗
聖
典
』
法
藏
館
、
一
九
六
〇

年
、
六
五
六
〜
六
五
七
頁
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
に
中
国
撰
述
文
献
『
阿
弥

陀
経
義
疏
聞
持
記
』
を
引
い
て
い
わ
く
、「
屠
」
は
殺
生
を
な
り
わ
い
と
す
る

者
、「
沽
」
は
酒
の
売
買
に
た
ず
さ
わ
る
者
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
悪
人
」
は

ひ
た
す
ら
阿
弥
陀
仏
を
頼
み
と
す
る
こ
と
で
極
楽
往
生
を
と
げ
ら
れ
る
と
い
う
。

『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
同
書
、
二
三
二
頁
。

（
71
（ 

『
唯
信
鈔
文
意
』
同
書
、
六
五
七
〜
六
五
八
頁
。
謡
曲
の
基
底
に
鎌
倉
新
仏
教
の

救
済
思
想
が
あ
っ
た
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
宗
祖
た
ち
が
模
索
し
た
新
た
な
衆

生
救
済
の
あ
り
よ
う
が
芸
能
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
世
人
に
享
受
さ
れ
、
幅
広
い

社
会
層
へ
の
浸
透
が
と
げ
ら
れ
た
と
い
う
。
家
永
三
郎
『
猿
楽
能
の
思
想
史
的

考
察
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
〇
年
。
再
録
『
芸
術
思
想
史
論
』
家
永
三

郎
集
第
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
一
九
七
頁
。

（
72
（ 
『
歎
異
抄
』
十
三
、
伊
藤
博
之
校
注
『
歎
異
抄 

三
帖
和
讃
』
新
潮
日
本
古
典
集

成
、
一
九
八
一
年
、
三
一
〜
三
二
頁
。
正
安
元
年
（
一
二
九
九
（
聖
戒
撰
述
の
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『
一
遍
聖
絵
』
第
八
に
、
丹
後
穴
生
で
患
っ
た
一
遍
の
も
と
に
猟
師
漁
夫
が
参
集

し
た
記
事
が
あ
る
。
殺
生
を
な
り
わ
い
と
す
る
異
装
の
者
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
合

掌
し
、
念
仏
に
あ
ず
か
っ
た
と
い
う
。
大
橋
俊
雄
校
注
『
一
遍
聖
絵
』
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
六
頁
。

（
73
（ 

『
御
文
』
六
、
笠
原
一
男
校
注
『
蓮
如
文
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
二
四

〜
二
五
頁
。

（
74
（ 

木
村
紀
子
「
梁
塵
秘
抄 
四
句
神
歌
」『
国
語
国
文
』
五
二
巻
一
号
、
一
九
八
三

年
、
五
〇
頁
。

（
75
（ 

馬
場
光
子
「
鵜
飼
の
嘆
き
」『
走
る
女 

歌
謡
の
中
世
か
ら
』
筑
摩
書
房
、

一
九
九
二
年
、
一
三
〇
頁
。

（
76
（ 

蓑
笠
を
供
養
に
手
向
け
る
行
為
に
つ
い
て
は
、『
夫
木
抄
』
巻
三
十
二
の
権
僧
正

公
朝
の
歌
「
あ
ま
衣
簔
き
て
家
に
入
る
こ
と
は
神
や
ら
ひ
よ
り
忌
む
と
い
ふ
な

り
」
を
引
い
て
、
中
世
に
お
い
て
蓑
笠
が
何
か
不
吉
を
感
じ
さ
せ
て
い
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
西
甚
一
・
草
深
清
「
善
知
鳥
（
謡
曲
狂
言
鑑
賞
講
座
・

三
（」
前
掲
論
文
、
五
九
頁
（。
そ
の
根
底
に
は
蓑
笠
を
着
せ
て
死
者
を
葬
る
習

俗
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
も
と
も
と
仏
教
に
は
な
い
発
想
で
あ
り
、
さ
か
の
ぼ
れ

ば
記
紀
神
話
に
至
り
着
く
（
五
来
重
『
葬
と
供
養
（
上
（』
前
掲
書
、
二
二
一

頁
（。
天
上
で
乱
暴
狼
藉
を
働
い
た
素
戔
嗚
尊
は
「
底そ

こ
つ
ね根

の
国
」
に
放
逐
さ
れ

た
。
風
雨
に
見
舞
わ
れ
、
青
草
を
結
い
束
ね
て
蓑
笠
を
こ
し
ら
え
、
神
々
に
宿

を
乞
う
た
。
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
。
蓑
笠
を
着
て
家
に
入
る
こ
と
が
忌
み

き
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
書
紀
（
一
（』
巻
一
「
神
代

上
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
四
四
四
頁
（。
権
僧
正
公
朝
の
歌
は
こ
こ
か
ら

読
み
解
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
加
え
る
に
、
蓑
笠
は
か
つ
て
非
人
に
強

要
さ
れ
た
服
装
で
あ
っ
た
。
時
代
は
く
だ
る
が
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
（

に
信
州
松
代
藩
が
「
穢
多
非
人
に
口
達
」
し
た
文
書
に
、「
晴
雨
に
限
ら
ず
裾
を

は
し
り
草
鞋
を
は
き
雨
天
之
節
は
菅
笠
簔
相
用
可
申
候
」
と
あ
る
。
ま
た
、
安

政
三
年
（
一
八
五
六
（
の
牟
礼
神
社
文
書
「
差
上
申
一
札
之
事
」
に
、「
縦
大
雪

大
雨
ニ
候
共
、
下
駄
足
駄
傘
日
傘
等
者
ハ
一
切
相
用
イ
不
用
、
蓑
笠
之
外
相
用

イ
間
敷
候
事
」
と
あ
る
（
柴
田
道
子
『
被
差
別
部
落
の
伝
承
と
生
活 

─ 

信
州

の
部
落 

古
老
聞
き
書
き
』
三
一
書
房
、
一
九
七
二
年
、
三
二
三
〜
三
二
四
頁
。

資
料
五
、六
番
（。
そ
れ
は
殺
生
を
な
り
わ
い
と
す
る
階
層
の
身
分
に
か
か
わ
る

だ
け
で
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
作
品
を
創
作
し
実
演
し
た
人
々
の
出
自
が
そ
こ

に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
も
あ
る
（
伊
藤
喜
良
「
中
世
後
期
の
雑
芸
者

と
狩
猟
民 

─
「
善
知
鳥
」
に
み
る
西
国
と
東
国
」
小
笠
原
長
和
編
『
東
国
の
社

会
と
文
化
』
梓
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
一
七
六
頁
（。

（
77
（ 

『
五
音
』
巻
上
、
能
勢
朝
次
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
』
下
、
岩
波
書
店
、

一
九
四
四
年
、
二
〇
九
頁
。

（
78
（ 

小
西
甚
一
『
日
本
文
藝
史
Ⅲ
』
講
談
社
、
一
九
八
六
年
、
五
一
六
頁
。

（
79
（ 

『
求
塚
』
小
山
弘
志
・
佐
藤
健
一
郎
『
謡
曲
集
』
２
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
、
二
三
〇
頁
。

（
80
（ 

『
二
十
五
三
昧
式
』
大
日
本
仏
教
全
書
第
三
一
冊
、
仏
書
刊
行
会
、
一
九
七
八

年
、
二
二
二
頁
。

（
81
（ 

『
卒
都
婆
小
町
』
小
山
弘
志
・
佐
藤
健
一
郎
『
謡
曲
集
』
２
、
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
、
一
二
一
頁
。

（
82
（ 

『
知
章
』
佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観
』
第
四
巻
、
明
治
書
院
、
一
九
三
一
年
、

二
二
四
二
頁
。

（
83
（ 

『
万
法
甚
深
最
頂
仏
心
法
要
』
大
日
本
仏
教
全
書
第
三
三
冊
、
仏
書
刊
行
会
、

一
九
七
八
年
、
四
一
頁
。

（
84
（ 

闍
那
崛
多
訳
『
出
生
菩
提
心
経
』
大
正
新
修
大
蔵
経
八
三
七
、一
七
巻
八
九
三
頁

上
六
〜
七
行
。
こ
れ
は
『
往
生
要
集
』
に
も
引
い
て
あ
る
。
源
信
撰
『
往
生
要

集
』
巻
上
大
文
第
四
「
正
修
念
仏
」
前
掲
書
、
五
一
頁
中
二
七
〜
下
三
行
。

（
85
（ 

『
心
要
鈔
』
大
正
新
修
大
蔵
経
二
三
一
一
、七
一
巻
六
〇
頁
中
二
一
〜
二
三
行
。

（
86
（ 

『
宝
物
集
』
巻
四
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
宝
物
集 

閑
居
友 

比
良
山
古
人
霊

託
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
一
五
〇
頁
。

（
87
（ 

間
宮
士
信
等
編
、
蘆
田
伊
人
校
訂
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
第
四
輯
』
巻

九
十
五
「
鎌
倉
郡
山
之
内
庄
材
木
座
村
」
谷
野
遠
蔵
板
、
一
八
八
八
年
、
二
〇

頁
。

（
88
（ 

五
味
克
夫
「
志
々
目
家
文
書
の
再
考
察｣

『
鹿
児
島
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
一
五

巻
二
号
、
一
九
九
四
年
、
一
三
三
頁
。

（
89
（ 

『
諸
回
向
清
規
』
巻
四
「
諸
葬
礼
法
式
之
部
」
大
正
新
修
大
蔵
経
二
五
七
八
、 
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八
一
巻
六
六
六
頁
上
一
三
〜
一
八
行
。

（
90
（ 

拙
著
『
位
牌
の
成
立 

─ 

儒
教
儀
礼
か
ら
仏
教
民
俗
へ
』
東
洋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
八
年
、
一
五
〇
頁
。

（
91
（ 
『
歌
占
』
横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注
『
謡
曲
集
』
上
、
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩

波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
四
〇
一
頁
。

（
92
（ 

『
往
生
講
式
』
大
正
新
修
大
蔵
経
二
七
二
五
、八
四
巻
八
八
〇
頁
下
一
九
〜
二
一

行
。

（
93
（ 

『
三
界
義
』
恵
心
僧
都
全
集
第
三
巻
、
比
叡
山
図
書
刊
行
所
、
一
九
二
七
年
、

六
一
八
、六
二
四
頁
。

（
94
（ 

『
往
生
要
集
』
巻
上
大
文
第
一
「
厭
離
穢
土
」
前
掲
書
、
三
三
頁
中
二
四
〜
二
八

行
。

（
95
（ 

『
最
明
寺
本
往
生
要
集
』
築
島
裕
、
坂
詰
力
治
、
後
藤
剛
編
『
最
明
寺
本
往
生
要

集
訳
文
編
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
二
年
、
六
頁
。

（
96
（ 

家
原
彰
子
「《
善
知
鳥
》
小
考
」
前
掲
論
文
、
二
七
頁
。

（
97
（ 

『
砧
』
小
山
弘
志
・
佐
藤
健
一
郎
『
謡
曲
集
』
２
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、

二
七
一
頁
。

（
98
（ 

『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
』
前
掲
書
、
一
八
三
頁
。

付
記

本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
東
洋
大
学
文
学
部
の
原
田
香
織
先
生
か
ら
謡
曲
に

関
し
て
多
く
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

善
知
鳥　

謡
曲　

古
今
注　

求
塚　

往
生
講
式


