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或
る
僧
を
め
ぐ
る
欠
字

―
―
今
昔
物
語
集
の

「
事
実
」
に
関
連
し
て
―
―

一

道
長
の
読
亀
簡
が
平
茸
に
当

っ
て
死
ん
だ
。
直
後
、
故
ら
に
同
じ
平
茸
を
食

っ
た
僧
が
い
る
。

こ
の
僧
は
死
な
な
か
っ
た
。
何
故
こ
ん
な
無
茶
を
。
問
わ

れ
、
先
の
僧
に
与
え
ら
れ
た
左
大
臣
殿
の
葬
料
の
羨
し
か
っ
た
由
を
、
僧
は
答

え
る
。
平
茸
に
酔
わ
ぬ
体
質
を
承
知
の
上
の
、
そ
の
、　
一
流
の
烏
滸
の
わ
ざ
で

あ

っ
た
。
今
昔
物
語
集
巻
二
八
、
平
茸
に
ま
つ
わ
る

一
連
の
話
の
な
か
の
一
つ

で
あ
る

（
一
七
話
）
。
こ
の
話
が
嘗

っ
て
池
田
亀
鑑
氏
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の

は
、
小
右
記

。
日
本
紀
略
、
そ
の
寛
弘
二
年
四
月
八
日
に
、
同
じ
話
の
前
半
、

第

一
の
僧
の
酔
死
が
、
や
や
異
る
伝
承
に
あ

っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

っ
た

（
「
説
話
文
学
の
特
性
」
国
語
と
国
文
学

一
八
巻

一
〇
号
）
。

道
長

邸
に
読
経
の
た
め
に
来

宿
す
る

に
茸
を
食
い

八
日
に
死
亡

福
田
院
別
当
雅
静
、
道

長
の
東
洞
院
土
御
門
に

読
経
の
た
め
に
来
宿
す

る四
月
八
日
朝
、
茸
を
食

し
て
死
亡

隧
戦
繁
躙
断
）

道
長
の

枇
杷
殿
に
読
経
の
た
め

に
来
宿
す
る

秋
の
こ
と
で
、
小

一
条

の
社
の
平
茸
を
食
し
て

人
も

豊
死

小
右
記
寛
弘
二
年
四
月
八
日
は
、
陣
座
に
お
け
る
道
長
の
直
談
と
い
う
。
実
資

に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
事
実
調
で
あ

っ
た
。
話
の
出
所
の
こ
の
明
白
な
証
言

は
、
小
右
記
に
対
す
る
紀
略
や
今
昔
が
事
実
讃
の
多
か
れ
少
な
か
れ
説
話
化
的

な
展
開
で
あ
る
こ
と
を
、
容
易
に
結
論
づ
け
さ
せ
る
。
或
い
は
容
易
に
結
論
づ

け
さ
せ
す
ぎ
る
。
説
話
化
的
な
展
開
の
方
法
は
、
事
実
ら
し
さ
へ
の
作
為
で
あ

っ
た
。
―
―
小

一
条
の
社
は
こ
の
邸
の
坤
に
あ

っ
た
著
名
な
屋
敷
神
で
、
貞
観

元
年
に
勧
請
さ
れ
た
宗
像
三
女
神
で
あ
る
。
の
ち
、
花
山
院
家
の
鎮
守
神
と
な

り
、
い
ま
、
京
都
御
所
の

一
隅
に
樹
齢
六
百
年
と
い
う
樟
と
と
も
に
残
る
。
邸

Ｉ

ノ

端

釜
ロ

明

弟
子
僧
一
人
も
中
毒
死

（八
人
が
中
毒
、
二
人

が
死
）

京
中
の
貴
践
、
堵
の
ご

と
く
に
集
る

同
じ
読
経
の
東
大
寺
僧

某
、
同
じ
小

一
条
の
平

茸
を
食
す
…
…

（以
下
、
今
昔
の
説
話

的
中
心
を
な
す
部
分
、

省
略
）

〔日
本
紀
略
〕
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は
枇
杷
殿
の
南

一
町
、
済
時
の
女
＝
城
子
が
春
宮
居
貞
の
妃
と
し
て
暮
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
無
念
は
ま
だ
始

っ
て
も
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
事
実
ら

し
さ
へ
の
作
為
の
も
た
ら
す
も
の
は
、
説
話
の
説
話
的
な
拡
大
で
あ

っ
た
。

小
右
記
の
記
事
を
こ
れ
ら
の
話
の

「
原
始
的
な
形
態
」
で
あ
ろ
う
と
し
て
、

こ
の
例
証
の
も
と
に
、
池
田
亀
鑑
氏
は
説
話
文
学
の
特
性
を
、
事
実
性
に
求
め

ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
現
実
に
実
在
し
た
と
信
じ
ら
れ
た
と
き
、
或
い

は
殆
ん
ど
信
じ
て
も
ょ
い
心
の
傾
が
用
意
さ
れ
る
と
き
、
説
話
の
面
白
さ
は
あ

り
、
事
実
ら
し
さ
へ
の
作
為
が
、
唯

一
、
説
話
化
の
方
法
と
な
る
。
感
激
の
な

い
口
調
で
語
ら
れ
る
そ
の
一
般
論
は
、
ま
さ
し
く
正
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
例
証

を
離
れ
て
も
、　
一
般
論
と
し
て
そ
れ
は
正
当
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
そ
の
例
証
と

無
縁
に
、
そ
の

一
般
論
は
正
当
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

一
方
が
興
福
寺
の
雅
敬
と
伝
え
る
も
の
を
、　
一
方
は
福
田
院
の
別
当
雅
静
と

す
る
。

「伝
播
し
て
行
く
間
に
、　
一
方
で
は
事
実
が
誤
ら
れ
る
と
共
に
、
他
方

で
は
尾
ひ
れ
が
つ
い
て
、
話
の
内
容
が
次
第
に
拡
大
し
て
行
」
く
、
し
か
し
ど

う
し
て
、
こ
れ
が
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
凡
僧
か
ら
別
当
へ
と
い
う
見
た
目

の
記
載
の
相
違
は
、
正
当
に
僧
職
僧
階
の
、
話
と
し
て
の
拡
大
で
も
何
で
も
な

く
、
興
福
寺
か
ら
福
田
院
へ
と
い
う
相
違
は
、

「
福
」
字
を
介
す
る
事
実
の
誤

り
と
は
言
え
な
い
関
係
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
前
者
に
包
摂
さ
れ
て
解
消

さ
れ
る
、
単
に
表
記
の
悪
戯
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
或
る
時
期
、
福
田
院
は

興
福
寺
に
包
ま
れ
る
存
在
で
あ

っ
た
。
こ
の
相
違
の
要
点
は
む
し
ろ
、
興
福
寺

（僧
）
と
記
す
お
お
ま
か
さ
と
福
田
院
別
当
と
記
す
細
か
さ
の
対
立
で
あ

っ
た
。

若
し
、
陣
座
の
道
長
が
ま
さ
し
く

「興
福
寺
の
僧
」
と
の
み
口
に
し
た
の
な

ら
、
紀
略
の
所
伝
は
、
直
接
に
道
長
の
話
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
。

「
興
福

寺
の
僧
」
と
の
み
聞
い
て
、
そ
れ
を
細
か
く
福
田
院
の
別
当
と
限
定
し
語
る
資

格
は
、
間、
ぃ
た、
か
の、
側、
に
は
風
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
道
長
の
語

，
た

の
が

「
興
福
寺
の
僧
」
で
現
に
あ
る
の
な
ら
、
こ
の
話
は
道
長
の
語
か
ら

一
元

的
に
展
開
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
不
幸
な
事
件
が
世
に
拡
が
る
の
は
、
抑

々
、
道
長

一
人
か
ら
と
限
ら
れ
る
わ
け
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
道

長
の
家
の
誰
か
―
―
家
司
で
あ
ろ
う
と
家
人
で
あ
ろ
う
と
に
、
そ
れ
は
可
能
で

あ
り
、
む
し
ろ
道
長
は
こ
の
事
件
を
、
そ
の
語
に
忠
実
に
言
え
ば

「
日
撃
」
し

て
は
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
家
の
誰
か

（家
司
と
で
も
し
て
お
こ
う
）
の
報
告

を
知
識
と
し
て
で
あ
ろ
う
、
即
ち
触
機
す
る
こ
と
な
く
こ
の
四
月
八
日
の
直
物

に
出
席
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
右
記
は
、
二
人
の
僧

（雅
敬
と
弟
子
）
が
酔

っ
て
そ
の
二
人
が
死
ん
だ
と
記
す
。
紀
略
は
八
人
が
酔

っ
て
う
ち
の
二
人
が
死

ん
だ
と
す
る
。
前
者
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
後
者
は
、
事
実
ら
し
さ
へ
の

一

つ
の
作
為
で
で
も
あ
り
、
そ
の
記
述
は
、
事
実
に
で
は
な
く
説
話
化
的
な
展
開

そ
の
こ
と
に
属
す
る
。
し
か
し
若
し
、
日
撃
者
で
あ
る
家
司
が
道
長
に
告
げ
た

と
す
る
と
、
酔

っ
た
八
人
の
う
ち
二
人
が
死
ん
だ
と
い
う
事
実
を
、
二
人
の
死

と
い
う
要
点
に
お
い
て
の
み
道
長
に
伝
え
た
可
能
性
は
、　
一
つ
の
場
合
と
し
て

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
全
く
同
様
に
、

「
福
田
院
の
別
当
」
と
い
う
事
実
が

「
興
福
寺
の
僧
」
と
い
う
要
点
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
事
実

の
伝
え
方
に
、
或
い
は
道
長
の
知
識
に
、
こ
の
場
合
、
お
お
ま
か
さ
が
属
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
詳
し
い
事
実
の
報
告
を
う
け
な
が
ら
、
陣
座
の
道

長
が
要
点
に
お
い
て
お
お
ま
か
に
公
卿
た
ち
に
話
し
た
可
能
性
も
、
あ
る
で
あ

ろ
う
。

陣
座
の
道
長
が
、
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
仮
想
と
異
り
、
若
し
事
実
、

「福

田
院
の
別
当
」
と
語

っ
た
と
し
ょ
う
、
と
す
れ
ば
そ
れ
を

「
興
福
寺
の
僧
」
と

記
録
し
た
こ
と
に
、
実
資
筆
記
の
、
こ
の
場
合
、
或
る
お
お
ま
か
さ
が
属
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
八
人
が
酔

っ
て
二
人
が
死
ん
だ
と
い
う
事
実



を
、
二
人
の
死
と
い
う
要
点
に
お
い
て
の
み
記
録
し
た
と
い
う
可
能
性
も
、
こ

こ
に
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
福
田
院
は
こ
の
頃
、
興
福
寺
に
属
す
る
、

い
わ
ば
子
院
の

一
つ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二

大
乗
院
本
諸
寺
縁
起
集
、
興
福
院
の
項
に
、

興
福
院

。
興
福
寺

・
福
田
院

・
斉
恩
寺
、
已
上
四
箇
伽
藍
、
藤
氏
日
□
氏

寺
也

と
あ
る
こ
と
を
福
山
敏
男
氏
は
指
摘
札
汚

（
『奈
色
朝
寺
院
の
研
究
』
）
、
欠

字
に

「
四
家
」
の
語
を
想
定
さ
れ
た
。
斉

（済
）
恩
寺

（院
）
に
は
、
清
河
が

唐
か
ら
料
物
を
送

っ
て
作
ら
し
め
た
寺
で
あ
る
と
か

（諸
寺
縁
起
集
）
、
清
河

の
没
後
、
延
暦
十

一
年

（九
九
二
）
に
遺
族
が
そ
の
家
を
施
入
し
て
寺
に
し
た

と
か

（類
豪
国
史

・
仏
道
七
）
、
北
家
に
関
連
し
た
縁
起
が
語
ら
れ
、
興
福
院

は
、
百
川
の
建
立

（南
部
七
大
寺
巡
礼
記

・
七
大
寺
日
記
）
と
も
、
弘
嗣

（広

嗣
）
の
妻
＝
輸
立
氏
の
本
願

（諸
寺
縁
起
集

・
菅
家
本
諸
寺
建
立
次
第
）
に
よ

る
宝
亀
元
年

（七
七
〇
）
の
建
立
と
も
伝
え
る

（な
お
、
巡
礼
記
は

「
或
記
云
」

と
し
て
、
本
尊
を
輪
立
氏
と
す
る
）
。
ま
た
、
諸
寺
縁
起
集
は
良
継
が
こ
の
寺

の
四
天
王
の
利
生
を
蒙

っ
た
人
で
あ
る
と
説
き
、
尊
卑
分
脈
は
良
継
を

「
弘
福

院
内
大
臣
」
と
号
け
て
、
そ
の
家
を
寺
に
造

っ
た
由
を
付
注
す
る

（た
だ
し
、

高
僧
伝
要
文
抄
は
良
継
の
造

っ
た
寺
を

「
興
法
寺
と
し
て
い
る
）
。
所
伝
は
輻

秩
す
る
が
式
家
の
範
囲
を
出
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
興
福
寺
流
記
に
、
福
田

院
に
関
し
て
、

福
田
院
縁
起
云
、
贈
太
政
大
臣
建
立
、
北
家
始
也

衆̈
励ｒ嶽』̈
螂嶽嘲嶽榊「彰れパ韓一け動″一嘲弟にゆ『“峰̈

Ｚ
ω

。毛
利
久
氏
は
興
福
寺
諸
伽
藍
の
成
立
を
三
期
に
わ
け
ら
れ
た
が

（
「興
福
寺

伽
藍
の
成
立
と
造
像
」
仏
教
芸
術
　
四
〇
号
、
三
四
年
九
月
）
、
そ
の
第
三
期

に
、　
い
わ
ば
配
属
さ
れ
た
か
の
ご
と
く

こ
の
三
寺
院
は
成
立
し
て
い
る
。
即

ち
、
右
の
諸
縁
起
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
聖
武
天
皇

・
光
明
皇
后
の
事
業
と
し
て

東
金
堂

・
五
重
塔

・
西
金
堂
の
整
う
の
が
第
二
期
の
完
了
で
あ
る
が
、
そ
の
整

い
の
な
か
に
北
家
の
福
田
院
が
営
ま
れ

（
房
前
の
死
は
、
西
金
堂
の
建
立
さ
れ

た
三
年
後
に
当
る
）
、
講
堂
本
尊
の
不
空
霜
索
像

。
東
院
の
諸
堂
院

（後
に
述

べ
る
西
堂

。
東
堂

。
地
蔵
堂
な
ど
）
が
、
四
家
の
勢
力
関
係
を
反
映
し
て
造
立

さ
れ
続
け
て
ゆ
く
第
三
期
の
そ
の
只
中
、
宝
亀
元
年
、
式
家
の
興
福
院
が
、
添

下
郡
の
、
後
の
尼
ケ
辻
に
造
ら
れ

（興
福
院
と
斉
音
寺
の
二
つ
の
小
字
が
尼
ケ

辻
と
い
う
大
字
を
形
造
る
―
明
治
二
十
四
年
の
大
和
国
町
村
誌
集
）
、
そ
し
て
、

式
家
に
よ
る
講
堂
阿
弥
陀
三
尊
造
立
の
翌
年
、
延
暦
十

一
年
、
北
家
の
済
恩
院

が
添
下
郡
に
成
る

（小
字
斉
音
寺
）
。
薬
子
の
乱
が
中
央
政
界
で
式
家
の
没
落

を
決
定
し
、
南
円
堂
が
北
家
冬
嗣
の
手
に
成
る
、
な
お
そ
の
二
十
年
は
ど
前
で

あ

っ
た
。

諸
寺
縁
起
集
は
こ
の
三
寺
と
興
福
寺
と
を
、
つ
ま
り
四
寺
を
並
立
的
に
記
し

て
い
る
。
尤
も
、
こ
の
よ
う
な
記
録
の
書
式
が
、
明
確
な
意
図
性
、
或
い
は
秩

序
を
も

っ
て
い
る
よ
う
に
の
み
思
う
の
は
、
明
か
に
思
い
過
し
で
あ
り
、
表
記

法

一
般
の
曖
味
さ
は
十
分
人
を
躊
躇
さ
せ
る
が
、
先
述
の
こ
と
に
相
応
じ
て
そ

こ
に
見
て
と
ら
れ
る
も
の
は
、
四
寺
の
或
る
対
等
性
、
或
い
は
対
等
性
の
或
る

記
憶
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
興
福
寺
が
藤
氏
氏
寺
と
し
て
整
え
ら

れ
て
ゆ
く
―
―
四
家
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
が
先
考
先
批
の
た
め
に
堂
院
を
建
て

造
像
し
て
ゆ
く
、
そ
の
暫
く
の
時
期
に
、
い
わ
ば
そ
れ
に
平
行
す
る
よ
う
な
、

そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
限
ら
れ
て
小
規
模
の
、
し
か
し
、
興
福
寺
か
ら
は
自
立
し
た



藤
氏
氏
寺
の
、
そ
れ
は
建
立
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
三
寺
が
、
当
初
よ
り
興
福
寺

の
子
院
な
り
末
寺
な
り
と
し
て
出
発
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
興
福

寺
流
記
の
先
述
し
た
表
記
は
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
大
乗
院
寺
社
雑

事
記
の
文
明
四
年
七
月
十
五
日
は

「藤
家
建
立
寺
院
」
と
し
て
興
福
寺
を
筆
頭

に
三
十
二
寺
を
挙
げ
る
な
か
に
、
済
恩
寺
と
福
田
寺

（興
福
寺
官
務
牒
疏
、
山

城
上
久
世
の
興
福
寺
末
寺
に
も

「福
田
寺
」
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
言
う
の

は
そ
れ
で
は
な
い
。
雑
事
記
は
稀
に
福
田
院
を
福
田
寺
と
記
す
）
を
並
記
し
て

い
る
。
後
世
の
在
り
方
は
も
か
く
、
建
立
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
興
福
寺
に
外
な

る
、
独
立
の
寺
で
あ

っ
た
。
こ
こ
に
興
福
院
の
名
は
な
い
。
そ
れ
は
、
尋
尊
、

或
い
は
当
時
の
理
解
の
一
般
に
、
興
福
院
の
前
身
を
和
気
氏
弘
文
院
と
す
る
そ

れ
が
属
し
て
い
た
か
ら
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
の
限
り
藤
家
建
立
の
寺
と
は
呼
べ
な

い
に
し
て
も
、
百
川
な
り
広
嗣
妻
な
り
の
本
願
で
あ
る
と
い
う
了
解
は
在

っ
た

わ
け
で
、
雑
事
記
の
長
禄
二
年
四
月
五
日
、

「
南
京
御
願
寺
々
本
願
等
建
立
次

第
」
に
興
福
院
の
名
を
見
る
こ
と
は
、
当
然
で
き
る
の
で
あ
る
。
興
福
寺
外
に

あ

っ
て
並
立
さ
れ
る
よ
う
な
扱
い
は
、
実
は
興
福
院
に
最
も
濃
く
、
七
大
寺
日

記

。
南
都
七
大
寺
巡
礼
記

・
諸
寺
建
立
次
第
が
右
の
三
寺
の
う
ち
で
項
目
と
し

て
諸
大
寺
に
並
べ
て
立
て
て
い
る
の
は
、
興
福
院
だ
け
で
あ

っ
た
。
後
世
に
向

っ
て
な
ら
ば
、
こ
れ
の
み
尼
寺
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
で
あ
る
が
、
建
立

へ
遡
れ
ば
、
興
福
院
が
式
家
の
本
願
で
あ
り
、
興
福
寺
が
冬
嗣
の
南
円
堂
に
お

い
て
結
局
北
家
の
支
配
へ
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
興
福
院
が
興
福

寺
の
外
に
あ

っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
求
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

と
は
い
え
、
藤
氏
氏
寺
と
し
て
の
興
福
寺
の
歴
史
は
、
建
立
に
お
い
て
は
対

等
で
あ
り
独
自
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
三
寺
を
、
も
と
よ
り
直
ち
に
子
院
と
か

末
寺
と
か
言
う
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
深
い
或
る
関
連
で
と
ら
え
ず
に
は
お

か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
巡
礼
記

・
諸
寺
縁
起
集

・
諸
寺
建
立
次
第

に
み
ら
れ
る
興
福
院
別
当

一
和
僧
都

（壱
和
、
康
保
四
年
五
月
七
日
没
、
七
十

七
）
、
殿
暦
の
天
永
二
年
八
月
二
十
九
日
に
記
さ
れ
る
興
福
院
別
当
長
誉
已
講

（長
治
元
年
維
摩
講
師
）
、
貞
信
公
記
の
天
慶
九
年
十
二
月
三
日
に
記
す
済
恩

寺
別
当
長
守

（天
慶
二
年
維
摩
堅
者
）
は
そ
れ
ぞ
れ
興
福
寺
の
僧
で
あ

っ
た
。

三

三
寺
の
な
か
で
興
福
院
と
は
逆
に
、
興
福
寺
と
の
関
連
を
最
も
深
く
も

っ
た
、

或
い
は
持

っ
た
か
と
推
量
で
き
る
も
の
は
、
福
田
院
で
あ
る
。

興
福
寺
流
記
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

観
禅
院
汁
講
師
、
清
水
上
綱

（割
注
省
略
）

菩
提
院
丹
講
、
朝
勤
上
人
始
之

（割
注
省
略
）

福
田
院
縁
起
云
、
贈
太
政
大
臣
建
立
、
北
家
始
也

東
院
御
寺
十
大
伽
藍
内
、
此
三
院
家
有
、
所
謂
西
塔

。
東
塔

。
地
蔵
堂
、

順
救
僧
都
住
此
院
家
、
御
社
百
日
詣
之
間
、
毎
日

一
巻
、
喩
伽
論
誦
、
百

日
百
軸
誦
了

右
の

「
西
塔

。
東
塔
」
は
地
蔵
堂
と
併
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、
西
堂

。
東
堂
で

あ
る
に
違
い
な
く
、
た
ま
た
ま
東
堂
が
小
塔
堂
と
呼
べ
る
性
格
を
も

っ
て
い
た

が
故
に
、
誤
っ
て

「
塔
」
字
に
統

一
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
記
述
に
読
み
と
ら
れ
る
も
の
は
、
観
禅
院

・
菩
提
院

・
福
田
院
の
三
つ

が
、
東
院
伽
藍
の
う
ち
西
塔

（堂
）

・
東
塔

（堂
）

。
地
蔵
堂
を
、
即
ち
東
院

を

「院
家
」
と
す
る
関
係
に
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

―
興
福
寺
に
お
け
る
諸
院
家
の
始
り
は
喜
多
院
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ

れ
に
反
し
て
永
島
福
太
郎
氏
は
、
東
院
を
そ
の
哨
矢
と
さ
れ
る

（
『奈
良
文
化

の
伝
流
』
）
。
山
階
流
記

（興
福
寺
流
記
）
に
引
く
延
暦
記
は
、
天
平
宝
字
五

年

七^
六

一
）
伸
麻
呂

（
・
押
勝
）
に
ょ
っ
て
、
前
年
に
亡
く

‐な

っ
た
光
切
皇
后



の
た
め
に
西
檜
皮
葺
堂
が
建
て
ら
れ
、
観
音
象
が
安
置
さ
れ
、
更
に
聖
武
・
光

明
追
善
に
補
陀
洛
山
浄
土
変
繍
像
と
阿
弥
陀
浄
土
変
繍
像
が
収
め
ら
れ
た
と
記

す
。
こ
れ
が
興
福
寺
濫
腸
記

。
大
和
国
奈
良
県
興
福
寺
伽
藍
記
そ
の
他
に
広
く

東
院
西
堂
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
天
平
宝
字
八
年

（七
六
四
）
に
は
孝
謙

（称
徳
）
の
勅
に
よ
っ
て
東
瓦
葺
堂
が
造
ら
れ
、
十
大
寺
に
わ
け
た
百
万
小
塔

が
安
置
さ
れ
、
更
に
藤
原
百
能
に
よ
っ
て
夫
豊
成

。
父
麻
呂

。
母
当
麻
氏
の
追

善
に
阿
弥
陀
三
尊
が
造
像
さ
れ
る

（東
院
東
堂
で
あ
る
。
濫
錫
記
や
伽
藍
記
で

は
豊
成
の
本
願
と
い
う
ふ
う
に
伝
え
て
い
る
）
。
宝
亀
二
年

（七
七

一
、
或
い

は
三
年
と
も
）
に
は
、
永
手
夫
人
の
仲
任
と
永
手
長
子
の
家
依
の
手
で
、
永
手

の
為
に
檜
皮
葺
後注
聾

（東
院
地
蔵
堂
）
が
建
立
さ
れ
る
。
東
金
堂

・
五
重
塔
の

東
側
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る

（永
島
福
太
郎

『南
都
七
大
寺
の
歴
史
と

年
表
』
）
。
山
階
流
記
に
引
か
れ
た
諸
記
を
拾
え
ば
、
檜
皮
葺
雙
堂
と
か
副
殿

・
僧
房
な
ど
、
東
院
に
は
な
お
幾
つ
か
の
堂
院
一房
舎
が
属
し
て
い
た
ら
し
い
が

（先
掲
興
福
寺
流
記
の

「
東
院
御
寺
十
大
伽
藍
」
は
或
る
時
期
に
数
え
ら
れ
た

そ
れ
ら
の
総
数
で
あ
ろ
う
か
）
、
縁
起
の
記
し
と
ど
め
ら
れ
る
も
の
は
前
記
の

三
堂
院
で
あ
り
、
永
島
福
太
郎
氏
は
こ
の
三
堂
院
を
以
て
東
院
が
構
成
さ
れ
た

と
解
さ
れ
る
。
興
福
寺
院
家
伝
は
東
院
を
、
桓
武
皇
女
伊
都
内
親
王
を
開
基
本

願
と
し
、
承
和
六
年

（
八
三
九
）
安
証
禅
師
に
付
属
し
た
こ
と
に
始
る
と
す
る

（院
家
伝
は
安
証
を
初
代
東
院
別
当
と
す
る
）
。
諸
院
寺
の
嗜
矢
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
福
田
院
は
、
観
禅
院

・
菩
提
院
と
と
も
に
こ
の
東
院
の
子
院
で
あ

っ
た

と
、
先
掲
の
興
福
寺
流
記
は
読
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
当
初
、
そ
の
東

院
は
興
福
寺
内
の
単
に
一
平
院
坊
で
あ
る
他
な
く
、
永
島
氏
の
規
定
さ
れ
る
、

公
卿
子
弟
の
入
室
に
よ
る
狭
義
の
院
家
へ
は
ま
だ
成
長
し
て
い
な
か
っ
た
。
従

っ
て
、
子
院
と
い
っ
て
も
、
狭
義
の
院
家
が
子
院
を
も
ち
、
そ
の
院
家
の
す
べ

て
が
二
つ
の
門
跡
に
帰
属
す
る
と
い
う
、
中
世
期
以
降
に
お
け
る
僧
房
僧
院
間

の
ヒ
ユ
ラ
ル
キ
ー
の
、
そ
れ
に
お
け
る
子
院
と
は
、
在
り
方
・
意
床
が
異
っ
た

で
も
あ
ろ
う
。
東
院
諸
堂
が
―
―
つ
ま
り
東
院
が
、
東
金
堂
「
五
重
塔
の
東
側

の
地
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
記
し
た
が
、
そ
の
東
金
堂
と
五
重
塔
は
、
金

堂
や
西
金
堂
や
講
堂
な
ど
と
と
も
に
興
福
寺
そ
の
も
の
に
と
っ
て
の
七
堂
伽
藍

―
―
中
枢
を
形
成
し
て
い
た
、
と
と
も
に
こ
の
二
つ
の
建
物
が
、
二
つ
を
以
っ

て
東
院
仏
殿
院
と
も
呼
ば
れ

（山
階
流
記
）
、
七
堂
伽
藍
の
他
の
堂
宇
か
ら
区

別
さ
れ
も
し
て
い
た
在
り
九
面
、
そ
の
東
側
の
地
な
る
三
つ
の
堂
院
と
の
深
い

連
絡
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
三
つ
の
堂
院
は
、
先
に
記
し
た
よ
う

に
、
聖
武

・
光
明
と
い
う
東
金
堂
・
五
重
塔
の
主
人
公
達
の
、
そ
の
追
善
に
捧

げ
ら
れ
た
西
檜
皮
葺
堂

（西
堂
）
の
建
立
か
ら
始
っ
た
。
東
金
堂
・
五
重
塔
が

東
隣
へ
延
長
し
た
。
そ
し
て
、
三
堂
院
に
あ
っ
て
東
院
が
形
態
さ
れ
た
と
き
、

「東
院
」
は
東
金
堂
・
五
重
塔
を
包
摂
し
た
、
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
東

院
の
在
る
姿
へ
、
福
田
院
と
二
院
は
自
ら
を
子
院
と
す
る
。
そ
れ
は
、

「
東
院
」

を
通
じ
て
七
堂
伽
藍
―
興
福
寺
中
枢
へ
結
ぶ
連
絡
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
二
院
は
、

西
堂

。
東
堂
。
地
蔵
堂
の
、
東
院
の
中
な
る
異
る
そ
れ
ぞ
れ
に
結
ば
れ
る
。
そ

れ
ら
は
、
三
院
を
中
枢
へ
向
っ
て
代
表
す
る
機
関
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

さ
て
、
或
る
時
期
、
福
田
院
は
、
丹
講
に
お
い
て
有
名
な
観
禅
院

・
菩
提
院
に

並
ん
で
、
こ
の
よ
う
に
興
福
寺
の
組
織
内
部
に
在
っ
た
。
福
田
院
本
願
の
房
前

と
、
地
蔵
堂
に
追
福
さ
れ
る
永
手
と
は
、
北
家
の
父
子
と
い
う
関
連
も
あ
っ
た
。

西
堂
は
や
が
て
永
作
元
年

（九
八
九
）
の
大
風
に
倒
壊
し
、
地
蔵
堂
は
寛
仁

元
年

（
一
〇

一
七
）
の
落
雷
に
、
東
金
堂
と
五
重
塔
が
焼
け
た
と
き
に
類
焼
す

る
。
東
堂
も
い
つ
か
退
転
、
そ
の
後
再
建
さ
れ
る
こ
と
な
く

（東
金
堂
と
五
重

塔
は
長
元
四
年
に
再
建
供
養
を
う
け
る
）
、
興
福
寺
流
記
は
、
東
院
大
僧
都
が

仏
跡
に
房
を
建
て
た
と
言
う
。
東
院
大
僧
都
と
は
経
救ヽ

（ヽ長
元
八
年
興
福
寺
別

当
）
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
東
院
が
、
自
立
し
た
所
謂
院
家
へ
歩
み
出
し
た



こ
と
を
意
東
し
よ
う
。
祖
田
院
と
二
院
の
東
院
へ
の
結
．び
つ
き
が
前
遮
の
よ
う

な
も
の
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、　
そ
れ
は
こ
の
と
き
か
ら
切
れ
て
ゆ
く
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
先
掲
興
福
寺
流
記
に
み
ら
れ
る

「
順
救
」
僧
都
も
経
救
の
誤
り

で
あ
ろ
う
か
？

観
禅
院
と
菩
提
院
は
、
そ
の
舟
講
を
以
て
興
福
寺
講
衆
の
薦
次
決
定
に

一
定

の
役
割
を
も
つ
。
興
福
寺
の
全
体
に
関
連
す
る
そ
の
よ
う
な
宗
教
、
乃
至
修
学

活
動
を
、
以
後
の
福
田
院
に
お
い
て
見
る
こ
と
は
な
い
。
七
大
寺
井
興
福
寺
諸

堂
縁
起
は
、
金
堂
や
北
円
堂
や
五
重
大
塔
や
東
金
堂
や
、
そ
し
て

一
乗
院
や
大

乗
院
に
並
ん
で
観
禅
院
を

「
興
福
寺
諸
堂
」
と
呼
び
、
龍
花
樹
院
や
鹿
薗
院
に

並
ん
で
菩
提
院
を

「
別
院
」
と
呼
ぶ
。
福
田
院
に
つ
い
て
、
十
五
世
紀
の
大
乗

院
寺
社
雑
事
記
に
次
の
よ
う
な
記
述
を
み
る
。

安
位
寺
殿
二
参
仕
申
了
、
次

二
福
田
院
之
弁
才
天
二
参
詣
了

（康
正
三
年
六
月
十

一
日
）

福
田
院
参
詣
了
、
夜
入
、
歩
行
、
当
門
跡
祈
願
所
也
、
正
願
院
方
寄
所
也

（文
明
元
年
五
月
六
日
）

こ
の
頃
福
田
院
は
、
大
乗
院
の
別
院
、

「和
州
知
行
山
寺
」

（康
正
三
年
六
月

主

省

）
で
あ
皇

口提
山
の
正
願
院
の
寄
所
と
な

っ
て
お
誤

「

才
天
を
ま
つ

る
寺
と
し
て
は
大
乗
院
に
属
す
る
そ
の
祈
願
所
と
な

っ
て
い
た
。

さ
て
、
も
う

一
度
遡
る
。
福
田
院
の
別
当
雅
静
が
道
長
邸
で
死
ん
だ
の
は
、

そ
の
よ
う
な
人
が
居
た
と
す
れ
ば
、
先
の
東
院
地
蔵
堂
が
雷
火
で
失
わ
れ
る
、

そ
の
十
二
年
前
の
こ
と
に
な
る
。

四

興
福
寺

（僧
）
と
記
す
こ
と

（小
右
記
）
と
福
田
院
別
当
と
記
す
こ
と

（日

本
紀
略
）
に
、
お
お
ま
か
さ
と
細
か
さ
の
対
立
が
あ
る
と
し
た

（第

一
節
）
。

そ
れ
は
、
ど
ち
ら
か
が
誤
り
と
い
う
こ
と
で
に
な
か
っ
た
。．
と
し
て
も
、
確
か

さ
の
程
度
的
な
相
違
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
記
す
雅
敬

と
雅
静
の
相
違
に
注
目
さ
せ
る
。
雅
敬
と
い
う
僧
は
居
な
か
っ
た
、
と
言
う
こ

と
は
も
と
よ
り
出
来
な
い
、
し
か
し
、
雅
静
と
い
う
僧
は
居
た
と
、
こ
れ
は
断

言
で
き
る
。
御
堂
関
自
記
の
な
か
で
一
度
そ
の
人
に
我
々
は
逢
う
。

長
保
六
年
五
月
十
九
日
、
故
東
三
条
院
の
為
に
道
長
邸
で
法
花
入
講
が
行
わ

れ
る
。
延
暦
寺

。
興
福
寺

。
東
大
寺
に
属
す
る
証
議

。
講
師
。
聴
衆
と
し
て
の

請
僧
の
名
簿
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
寺
籍
注
記
は
一
往
、
僧
綱
補
任
に
依
る
。

覚
慶

（延
、
山
）

観
修

（延
、
寺
）
―
以
上
証
議
／
定
澄

（興
）

厳

久

（延
、
山
）

真
興

（興
）

覚
運

（延
、
山
）
　
院
源

（延
、
山
）

澄
心

（東
）

慶
命

（延
、
山
）

林
懐

（興
）
―
以
上
講
師
／
朝
晴

（東
）

春
穏

雅
静
　
日
助

覚
超

（延
、
山
）

遍
救

（延
、
花
山
）

融
碩

（興
）
　
妙
尊
　
懐
寿

（延
、
山
）
　
実
誓

（延
、
山
）
　
寛
印

義
慶

（興
）
　
定
基

（延
、
寺
）
　
澄
円

（興
）
　
経
救

（興
）
Ｌ
以
上

聴
衆

さ
て
、
補
任
に
よ
っ
て
は
寺
籍
の
判
明
し
な
い
五
人
の
う
ち
に
雅
静
が
い
る
。

し
か
る
に
こ
の
五
人
の
う
ち
、
春
穏

・
雅
静
の
二
人
は
維
摩
会
堅
者
を
つ
と
め

て
い
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
即
ち
、
正
暦
五
年

（九
九
四
）
、
薬
師
寺
平
超

が
講
師
で
あ
っ
た
と
き
の
堅
者
に
三
十
五
歳
の
春
穏
が
、　
長
徳
二
年

（九
九

一〇

、
東
大
寺
澄
心
が
講
師
で
あ
っ
た
と
き
の
そ
れ
に
三
十
七
歳
の
雅
静
が
任

じ
ら
れ
て
い
る
。
三
会
定

一
記

（
一
乗
院
蔵
本
―
大
日
本
仏
教
全
書

一
二
三
）

は
雅
静
に

「
東
南
院
」
と
い
う
朱
注
を
付
す
る
が
、
こ
れ
は
疑
わ
し
い
。
大
日

本
仏
教
全
書
の
活
字
版
の
限
り
で
言
う
の
で
あ
る
が
、　
一
乗
院
蔵
の
三
会
定

一

記
が
、
竪
者
に
対
し
て

（講
師
に
対
し
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
）
興
福
寺
院
家

以
外
の
朱
注
を
つ
け
る
こ
と
は
珍
し
く
、
ま
た
、
同
じ
く
堅
者
に
対
し
て
年
齢



を
併
記
す
る
場
合
は
、
そ
れ
が
興
福
寺
僧
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

現
に
維
摩
会
講
師
研
学
竪
者
次
第

（書
陵
部
蔵
）
に
、

雅
静
　
年
汁
七
　
薦
十

一　
中
等
大
法
師
御
弟
子

と
あ
っ
て
、
興
福
寺
僧
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
。
三
会
定

一
記
の
朱
注

「東
南
院
」
は
、
そ
の
年
の
講
師
澄
心
に
付
せ
ら
れ
て
い
た
筈

の
も

の
が
、

恐
ら
く
翻
刻
の
際
に
ず
れ
た
の
で
あ
ろ
う

（因
み
に
、
正
暦
五
年
の
竪
者
春
穏

も
、
堅
者
次
第
に
よ
れ
ば

「祥
延
僧
都
弟
子
、
真
喜
僧
正
資
」
、
即
ち
興
福
寺

に
属
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
）
。

長
徳
二
年
、
三
十
七
歳
で
竪
者
と
な
っ
た
こ
の
興
福
寺
僧
雅
静
は
寛
弘
元
年

五
月
十
九
日
、
四
十
五
歳
で
道
長
の
法
花
八
講
に
聴
衆
と
な
る
。
研
学
竪
義
は

氏
長
者
が
選
ん
だ
。
そ
の
翌
二
年
、　
道
長
邸
で
死
に
、
紀
略
が
そ
の
名
を
雅

静
と
伝
え
る
一
人
の
僧
を
、
右
の
興
福
寺
僧
雅
静
と
同
じ
人
物
と
す
る
決
定
的

な
、
或
い
は
積
極
的
な
証
左
を
私
は
持
た
な
い
。
し
か
し
若
し
そ
の
二
人
を
同

じ
人
物
と
す
る
な
ら
ば
、
少
く
と
も
彼
が
、
興
福
寺
に
属
す
る
当
時
の
福
田
院

の
、
そ
の
別
当
で
あ
り
得
る
た
め
の
年
齢
と
薦
功
は
十
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
福
田
院
別
当
で
あ
る
興
福
寺
僧
雅
静
が
、
道
長
の
法
花
八
講
聴
衆
を
勤
め

得
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
僧
自
身
の
資
性
や
環
境
や
時
代
の
相
違
に
お
い
て

一
概
に
言
え
ぬ
に
し
て
も
、
似
た
条
件
に
お
け
る
一
つ
の
事
実
―
天
慶
二
年
に

竪
者
に
な
っ
た
興
福
寺
長
守
が
七
年
後
に
済
恩
寺
の
別
当

（五
十
二
歳
か
）
に

補
せ
ら
れ
て
い
る
例

（貞
信
公
記
、
第
二
節
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
三
十
七
歳
の
竪
者
雅
静
に
つ
い
て
い
え
ば
、
竪
者
が
四
十
歳
未

満
で
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
、
竪
者
の
制
度
が
始
っ
て
よ
り
百
余
年
を
経
た
此
の

頃
、
当
初
よ
り
や
や
増
え
て
き
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
決
し
て
そ
ん
な
に

多
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
或
る
、
選
ば
れ
た
資
格
を
思
わ
せ
る
で
あ
ろ

う
。
貴
種
良
家
の
子
が
年
若
い
竪
者
や
講
師
に
実
現
す
る
例
も
ま
だ
一
般
的
で

な
く
、
空

・
晴
と
そ
の
弟
子
、
填
喜

・
■
算

・
守
潮
を

‥師
と
す
る
僧
が
比
較
約
多

く
竪
者
に
選
ば
れ
、
四
十
歳
未
満
の
竪
者
も
ま
た
そ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
多
く
出

た
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
時
期
に
、
雅
静
は
仲
算
の
弟
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
そ
れ
か
ら
八
年
後
の
雅
静
が
、
そ
の
時
期
の
福
田
院
に
あ

っ
て
別
当
で

あ
り
得
る
こ
と
の
、
十
分
な
資
格
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
な
お
、
若
し
、

長
徳
二
年
の
竪
者
、
寛
弘
元
年
の
法
花
八
講
聴
衆
雅
静
が
、
そ
の
翌
年
、
道
長

家
の
仏
事
に
請
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
講
師
へ
の
修
学
を

一
片
の
茸

が
閉
ざ
し
た
と
き
、
道
程
の
な
か
ば
程
度
の
年
薦
は
既
に
越
え
て
い
た
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
以
上
の
よ
う
な
極
め
て
細
い
一
筋
の
脈
絡
を
た
ど
る
こ
と
に
な

お
、
日
本
紀
略
の
記
述
が
信
じ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
疑
の
存
す
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
黒
板
伸
夫
氏
は
、
源
光
の
死
を
語
る
紀
略

。
延

喜
十
三
年
三
月
十
二
日
を
、
三
代
実
録

・
貞
観
十
四
年
間
十
二
月
二
十
八
日
の

源
信
売
伝
の
、
変
形
さ
れ
た
混
入
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た

（
「藤
原
忠
平
政

権
に
対
す
る

一
考
察
」

『摂
関
時
代
史
論
集
』
所
収
）
。
し
か
し
、
紀
略
成
立

の
断
案
は
ま
だ
無
い
と
い
う
。

「福
田
院
別
当
雅
静
」
を
紀
略
に
責
任
の
属
す

る
恣
意
、
或
い
は
誤
解

・
不
注
意
な
ど
と
す
る
た
め
に
は
た
と
え
ば
右
に
お
け

る
源
信
莞
伝
の
よ
う
な
そ
の
証
明
を
捜
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
脈
絡

の
細
い
一
筋
を
や
は
り
在
ら
し
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
暫
く
雅
静
と

い
う
名
に
つ
き
合
っ
て
育

っ
た
私
の
執
着
か
も
知
れ
な
い
が
、
同
時
に
、
雅
敬

に
つ
き
あ
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

五

今
昔
物
語
集
の
編
著
者
は

（
い
ま
そ
れ
を
単
数
の
形
で
言
う
こ
と
に
は
便
宜

以
外
の
何
も
属
さ
な
い
）
、
巻
二
八

。
一
七
話
に
関
し
て
は
小
右
記
や
日
本
紀

略
、
あ
る
い
は

，
あ
の
よ
う
に
紀
路
に
記
さ
れ
た
そ
の
資
料
と
直

ヽ
接
の
何
の
か
か



わ
り
も
持

，
て
い
な
い
。
異
る
二
つ
の
記
裁
な
り
伝
承
な
り
を
、
共
に
見
開
き

し
た
と
し
て
も
、
そ
の
択

一
に
迷

っ
て
欠
字
に
残
す
と
い
っ
た
内
気
さ
は
事
実

に
つ
い
て
貪
欲
な
今
昔
に
無
縁
で
あ
ろ
う
。
道
長
な
り
道
長
と
そ
の
周
辺
な
り

か
ら
出
発
し
た
こ
の
話
は
、
固
有
名
詞
が
す
り
き
れ
て
し
ま
っ
て
か
ら
今
昔
に

登
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
説
話
化
の
過
程
を
話
は
深
く
辿

っ
て

い
る
、
と
い
う
の
は

一
般
論
で
あ

っ
て
、　
一
般
論
で
あ
る
限
り
に
正
し
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
今
音
の
そ
の
説
話
か
ら
、
小
右
記
な
り
紀
略
な
り
の
所
記
を

差
引
い
た
残
り
が
単
純
に
説
話
的
展
開
の
所
産
で
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。
今
昔

は
話
の
舞
台
を
枇
杷
殿
と
す
る
。
枇
杷
殿
に
道
長
が
住
ん
で
い
た
と
す
る
の
は
、

池
田
亀
鑑
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
事
実
と
し
て
誤
り
で
あ
ろ
う
。
枇
杷
殿
は

道
長
の
所
有
に
帰
し
、
し
か
も
ま
だ
日
数
も
た
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、

常
住
し
て
い
た
の
は
上
御
門
殿
で
あ
り
、
兼
家
か
ら
伝
領
し
た
東
三
条
殿
も
、

新
造
灰
っ
て
寛
弘
二
年
二
月
十
日
に
、
新
宅
作
法
の
も
と
に
移

っ
た
ば
か
り
で

あ

っ
た
。
そ
の
枇
杷
殿
の

「
南

二
有
ケ
ル
小
屋
」
を
、
死
ん
だ
僧
は
房
に
し
て

い
た
と
言
う
。
枇
杷
殿
の
外
な
る
そ
の
南
方
と
も
、
枇
杷
殿
の
内
な
る
そ
の
南

部
と
も
読
め
る
こ
の
表
現
は
、
ま
ず
、
後
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
枇
杷
殿

南
方
は
そ
の
一
町
を
例
の
小

一
条
が
占
め
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
依
る
の
で

は
な
く
、
僧
房
は
、
事
実
と
し
て
道
長
邸
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
は
、
事
実
と
し
て
枇
杷
殿
で
は
な
い
。
御
堂
関
白
記
、

長
保
六
年
二
月
十
五
日
は
道
長
邸
の
南
僧
房
に
盗
賊
の
籠

っ
た
こ
と
を
記
す
。

酉
時
許
申
左
衛
門
志
為
時
云
、
南
僧
房
度
籠
盗
犯
殺
害
者
大
国
安
方
侍
、

為
之
如
何
、
早
可
捕
者
也
、
仰
可
然
人
々
令
候
前
、
有
暫
申
捕
由

今
昔
に
記
さ
れ
る

「
南
二
有
ケ
ル
小
屋
」
は
こ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
道
長
邸
は

そ
の
南
隅
に
僧
一房
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
関
白
記
に
言
う
そ
れ
は

恐
ら
く
土
御
門
殿
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
枇
杷
殿
と
い
う
誤
り
に
塗
り
こ
め
ら
れ

た
、　
そ
れ
は
事
実
の
正
し
さ
で
あ́
つ
た
。
借
が
何
処
に
居
た
に
せ
よ
、　
事
実

は
、
こ
の
話
前
半
の
意
味
に
も
後
半
の
意
味
に
も
関
ら
ぬ
些
事
で
あ
る
。
些
事

に
お
い
て
今
昔
は
、
し
ば
し
ば
事
実
の
正
し
さ
に
執
す
る
の
で
あ
る
。

今
昔
物
語
集
に
事
実
の
誤
り
の
か
な
り
多
い
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

人
名

。
地
名

。
時
代

。
家
糸

。
寺
籍
な
ど
の
誤
り
は
、
或
る
想
定
せ
ら
れ
た
今

昔
編
著
者
の
妥
当
性
を
疑
う
材
料
に
も
な

っ
た
。
し
か
し
ま
た
、
そ
の
材
料
の

有
効
性
は
編
著
者
の
在
り
方
、
或
い
は
編
著
の
在
り
方
の
想
定
に
よ
っ
て
、
逆

に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。　
一
方
今
昔
の
叙
述
に
お
け
る
事
実
の
正
し
さ
の
指

摘
、　
な
ど
と
言
う
こ
と
は
、　
極
め
て
当
然
の
次
元
に
お̈
い
て
無
意
味
で
あ
ろ

う
。
誤
り
の
指
摘
が
既
に
事
実
の
正
し
さ
の
枠
と
し
て
の
信
頼
の
上
に
成
り
立

つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
昔
に
お
け
る
事
実
の
正
し
さ
は
し
ば
し
ば

誤
り
に
ま
み
れ
―
―
時
に
そ
の
誤
り
を
花
に
咲
か
せ
、
今
昔
に
お
け
る
事
実
の

誤
り
は
し
ば
し
ば
正
し
さ
に
ま
み
れ
―
―
時
に
そ
の
正
し
さ
へ
参
加
し
、
そ
し

て
そ
う
い
う
こ
と
が
、
説
話
と
い
う
舞
台
に
お
い
て
演
じ
ら
れ
る
。

巻
二
人

・
ふ
誼
、
尾
張
兼
時

・
下
野
敦
行
を
初
め
と
す
る
近
衛

・
諸
衛
の
一

行
が
越
前
守
藤
原
為
盛
の
大
狼
米
の
滞
り
を
督
促
に
ゆ
く
。
こ
の
二
人
の
近
衛

と
越
前
守
で
あ
る
為
盛
と
は
時
代
が
合
わ
ず
、
事
実
の
誤
り
と
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
の
み
な
ら
ず
、
二
人
は
巻
二
三

・
二
六
話
に
あ

っ
て
も
、
右
近
馬
場
の
競

馬
を
争
う
よ
う
に
語
ら
れ
る
が

（古
今
著
聞
集

。
江
家
次
第
に
も
）
、
こ
の
こ

と
自
体
が
既
に
事
実
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
既
に
二
人
の
時
代
は
ず
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
、
左
右
近
衛
を
そ
れ
ぞ
れ
に
代
表
す
る
名
誉
の
舎

人
と
し
て
、
い
わ
ば
意
味
に
お
い
て
組
合
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
組
合
せ

ら
れ
た
説
話
的
存
在
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

「
極
タ
ル
細
エ
ノ
風
流
有

ル
物
ノ
物
云
ヒ
ニ
テ
人
咲

ハ
ス
ル
馴
者
ナ
ル
翁
」
に
焦
点
を
置
い
た
こ
の
説
話

に
あ

っ
て
、
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
る
近
行
は
、
説
話
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
た
め
に
も



固
有
名
詞
を
以
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
と
し
て
も
こ
の
効
果
的
な
脇
役
が
、

現
実
の
世
界
に
お
け
る
ご
と
き
、
主
人
公
側
と
実
在
の
同
じ
濃
度
を
以
て
登
場

さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
事
実
に
則
し
て
無
名
な
る
、

或
い
は
周
知
さ
れ
ざ
る
近
衛
を
登
場
さ
せ
よ
う
よ
り
、
事
実
に
背
い
て
有
名
な

―
―
左
右
近
衛
の
語
に
お
い
て
既
に
想
起
さ
れ
る
ほ
ど
の
、
即
ち
意
味
的
な
る

存
在
を
以
て
語
ら
れ
る
方
が
、
そ
れ
が
途
方
も
な
い
時
代
の
錯
誤
で
で
も
な
い

限
り
は
、
説
話
の
リ
ア
リ
テ
ィ
自
体
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
と
し
て
誤

り
で
あ
る
が
、
事
実
と
し
て
誤
り
で
あ
る
と
の
み
指
摘
し
て
も
、
今
昔
の
説
話

に
と
っ
て
何
ほ
ど
の
意
味
も
な
い
。
事
実
の
誤
り
が
、
こ
の
場
合
説
話
的
な
正

当
さ
へ
連
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

巻
二
五
。
九
話
は
常
陸
守
源
頼
信
が
下
総
の
平
忠
常
を
帰
伏
さ
せ
る
。
こ
の

話
は
長
元
の
反
乱

（甲
斐
守
頼
信
に
追
討
の
命
令
が
下
り
、
直
ち
に
帰
伏
し
た

忠
常
は
京
へ
の
途
次
に
病
死
す
る
）

の
事
実
か
ら
は
ず
れ
た
、
或
る
伝
承
の

う
ち
で
誤
ら
れ
た
説
話
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
長
元
の
反
乱
に
先
立

つ
一
つ
の
事
実
、
常
陸
守
で
あ
っ
た
頼
信
が
在
国
の
豪
族
を
私
的
な
臣
従
の
関

係
に
収
め
た
話
と
す
る
見
解

（林
睦
郎

『古
代
末
期
の
反
乱
』
）
が
あ
る
。
か

か
る
私
的
な
臣
従
の
関
係
が
予
め
成
立
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
長
元
の
反
乱
は

頼
信
の
名
そ
の
も
の
に
お
い
て
収
拾
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
巻
三
二
・
七
話
、

大
宅
寺
の
縁
起
を
記
し
て

「
（勧
修
寺
ノ
）
向
ノ
東
ノ
山
辺
二
其
ノ
妻
堂
フ
建

タ
リ
」
と
言
う
。
ま
さ
に
こ
の
地
、
即
ち
山
科
の
高
塚
山
西
麓
に
、
大
正
八
年
、

寺
跡

（所
謂
大
宅
廃
寺
跡
）
が
発
掘
さ
れ
る
。
そ
の
寺
跡
を
今
昔
に
言
う
大
宅

寺

（醍
醐
朝
草
創
）
と
さ
れ
た
西
日
直
二
郎
氏
か
ら
、
そ
の
地
に
出
土
す
る
瓦

が
自
鳳
に
遡
り
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
鎌
足
の
山
階
寺
跡
を
比
定
さ
れ
た
梅
原
末

治
氏
を
経
て
、
む
し
ろ
現
在
は
大
宅
寺
の
説
へ
戻
ろ
う
と
し
て
い
る
。
瓦
は
山

錯
寺
の
そ
れ
と
す
る
に
は
や
や
新
し
く
、
し
力、
し
も
と
よ
り
弥
益
妻
の
大
宅
寺

の
そ
れ
で
は
あ
り
得
な
い
。
弥
益
妻
が
大
宅
寺
を
建
て
た
の
は
、
自
鳳
期
か
ら

こ
の
地
に
あ
っ
た
大
宅
氏
の
氏
寺
の
一
部
に
で
は
な
か
っ
た
か
、
瓦
は
弥
益
妻

の
大
宅
寺
に
下
層
す
る
大
宅
氏
氏
寺
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
、　
と
す
る
の
で
あ
る

（坪
井
清
足

「
大
宅
廃
寺
の
発
掘
」
仏
教
芸
術
　
一二
七
号
、
三
二
年

一
二
月
）
。

今
昔
記
述
の
事
実
と
し
て
の
正
し
さ
が
、
再
転
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
、
事
実
の
正
し
さ
が
、
単
に
理
解
に
お
い
て
誤
ら
れ
て
い
た
に

過
ぎ
ぬ
。
巻
二
五
。
二
話
、
藤
原
純
友
の
首
が
右
近
馬
場
に
泉
せ
ら
れ
た
と
き
、

朱
雀
院
は
写
生
せ
し
め
て
そ
れ
を
覧
た
と
い
う
。
い
か
に
も
説
話
的
な
こ
の
話

が
事
実
諄
で
あ
る
こ
と
は
、
吉
記
・
養
和
元
年
八
月
二
十
日
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
。
巻
三
二
・
三
話
、
一房
前
を

「
河
内
ノ
大
臣
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
事
実
と
し
て

の
正
し
さ
の
根
拠
は
注
三
に
記
し
た
。
事
実
と
し
て
の
正
し
さ
が
こ
れ
ら
の
場

合
、
そ
れ
を
確
か
め
る
す
べ
と
と
も
に
、
必
ず
し
も
気
付
き
易
い
と
は
い
え
ぬ

片
隅
に
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
誤
解
さ
れ
て
い
た
正
し
さ
や
隠
れ
て
い
た
正

し
さ
は
、
更
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
求
め
ら
れ
た
と
き
、
求
め
た
こ
と
の

根
拠
ぐ
る
み
に
そ
れ
を
検
討
す
れ
ば
、
そ
の
話
の
成
立
し
た
、
或
い
は
伝
わ
っ

た
、
或
い
は
記
さ
れ
た
世
界
の
、
即
ち
説
話
の
場
の
広
さ
や
狭
さ
や
偏
り
の
或

る
具
体
が
、
そ
こ
に
浮
ぶ
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
純
友
泉
首
の
話
を
、
我
々

は
或
る
公
日
記
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
し
た
。

隠
れ
た
事
実
の
正
し
さ
を
、　
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
些
事
で
あ
る
場
合
、

実
は
誰
も
故
ら
に
求
め
よ
う
と
し
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
正
誤
い
ず
れ
で
あ

れ
、
説
話
世
界
の
意
味
に
そ
れ
は
直
接
の
関
孫
を
も
た
ぬ
。
と
い
う
よ
り
、
正

誤
の
情
報
か
ら
無
縁
で
あ
っ
て
よ
い
叙
述
の
な
か
に
、
事
実
の
正
誤
な
ど
、
ど

う
し
て
尋
ね
る
意
味
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
今
昔
の
叙
述
に
あ
っ
て
、
わ

ざ
わ
ざ
語
ら
れ
た
ご
と
き
些
事
の
在
る
こ
と
に
時
に
気
付
く
。
気
付
い
た
こ
と

の
気
掛
り
を
若
し
尋
ね
る
な
ら
ば
、
し
ば
し
ば
そ
の
些
事
の
事
ま
と
し
て
の
正



し
さ
へ
、
尋
ね
た
も
の
は
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
先
述
し
た

「
南

二
有

ケ
ル
小
屋
」
な
る
場
所
の
指
示
は
、
何
故
必
要
で
あ

っ
た
の
か
。
宇
治
拾
遺
物

語
な
ら
ば
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
些
事
を
語
ら
な
い
。
そ
れ
は
説
話
の
意
味
と
し

て
の
内
容
へ
何
の
か
か
わ
り
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
巻
三
二

・
七
話
、
高
藤

は
幼
少
に
父
良
門
を
失
う
。
そ
の
後
の
高
藤
は
伯
父
達
の
家
に
出
入
り
し
つ
つ

成
長
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
今
昔
と
出
典
を
共
通
に
す
る
ら
し
い
世
継

・物
語
に
も
、
全
く
同
様
の
文
辞
を
以
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
世
継
に
は

な
く
、
良
房
が
高
藤
を
認
め
て
そ
の
後
見
と
な

っ
た
由
を
、
今
昔
は
続
け
て
記

す
。
良
一房
は
良
門
の
長
兄
で
あ
り
氏
長
者
で
あ

っ
た
、
と
す
れ
ば
、
伯
父
達
の

家
に
出
入
し
て
育

っ
た
と
い
う
叙
述
を
事
実
と
し
て
強
調
し
よ
う
と
す
る
、
即

ち
事
実
ら
し
さ
の
敷
行
で
、
そ
れ
は
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
今
昔
に
あ

っ
て
は
、

こ
の
話
の
中
に
内
容
的
に
何
の
関
連
も
も
た
ぬ
良
房
の
名
の
登
場
は
、
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
の
些
事
で
あ
る
限
り
、
事
実
ら
し
さ
の
敷
術
な
ど
で
あ
る
以

前
に
、
ま
ず
、
事
実
そ
の
も
の
と
し
て
の
律
義
な
正
し
さ
を
背
負
う
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
尊
卑
分
脈
は
高
藤
を

「
小

一
条
内
大
臣
」
と
記
す
。
そ

の
理
由
は
、
冬
嗣
か
ら
良
房
へ
伝
領
さ
れ
た
例
の
小

一
条
に
、
或
る
時
期
高
藤

が
属
し
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
良
一房

が
高
藤
の
後
見
と
な

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
他
に
所
見
が
な
く
て
も
、

今
昔
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
の
事
実
、
乃
至
そ
の
よ
う
な
言
い
方
で

叙
し
得
る
よ
う
な
事
実
の
あ

っ
た
こ
と
を
、
認
め
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
僧
房
に

し
て
も
皇
房
に
し
て
も
、
説
話
の
意
味
に
と
っ
て
は
無
用
な
、
乃
至
無
く
て
も

済
む
も
の
へ
の
故
ら
の
言
及
は
、
そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
言
及
す
る
に
足
る
確
か

な

一
つ
の
事
実
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
説
話
に
必
要
な
事
実
ら
し
さ

を
、
底
で
、
い
わ
ば
最
も
律
義
に
支
え
る
事
実
そ
れ
自
体
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は

恐
ら
く
、
今
昔
物
語
集
そ
れ
自
体
の
責
任
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

で
あ
ろ
う
。
巻
三
二

・
七
話
、
大
宅
寺
の
所
在
に
関
す
る
表
現
―
―
い
わ
ば
事

実
の
正
し
さ
の
隠
れ
て
い
た
記
述
は
、
今
昔
の
み
で
な
く
世
継
物
語
に
も
存
す

る
、
つ
ま
り
、
両
書
共
通
の
出
典
に
既
に
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

良
一房
へ
の
言
及
は
、
先
述
し
た
ょ
う
に
少
く
と
も
世
継
に
は
な
い
。
と
い
う
こ

と
か
ら
の
み
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
、
こ
の
よ
う
な
、
些
事
に
お
け
る

事
実
の
正
し
さ
へ
の
固
執
は
、
本
質
的
に
今
音
に
属
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
、
人
名

・
地
名

・
寺
名
の
固
有
名
詞
や
官

職
官
位
名
、
即
ち
諸
事
実
を
目
ざ
わ
り
な
は
ど
の
欠
文
の
用
意
で
以
て
明
か
に

し
よ
う
と
す
る
、
不
体
裁
な
ま
で
に
律
義
な
今
昔
の
事
実
に
執
心
す
る
精
神
と

基
本
的
に
同
じ
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

分
脈
が
高
藤
を
小

一
条
内
大
臣
と
す
る
こ
と
の
妥
当
性
の
根
拠
を
今
昔
の
叙

述
に
求
め
得
た
よ
う
に
、
些
事
に
お
い
て
事
実
の
正
し
さ
に
執
す
る
今
音
を
我

々
は
他
の
た
め
に
利
用
で
き
も
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
と
よ
り
今
昔
に
即

し
て
い
え
ば
、
事
実
へ
の
固
執
は
、
説
話
の
事
実
ら
し
さ
を
生
か
そ
う
と
す
る
、

方
法
と
し
て
の
そ
の
努
力
で
あ

っ
た
。
そ
の
努
力
は
、
時
に
事
実
ら
し
さ
な
ど

へ
の
か
か
わ
り
を
起
え
て
、
説
話
の
意
味
自
体
を
輝
か
せ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

一
些
事
が
説
話
の
意
味
へ
象
徴
的
に
か
か
わ
る
、
極
め
て
幸
運
な
飛
躍
が
、
時

に
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
巻
二
人

・
四
〇
話
、
大
和
か
ら
瓜
を
運
ぶ
下
人
が

老
人
の
兌
め
を
拒
絶
し
、
す
べ
て
の
瓜
を
外
術
に
よ
っ
て
食
わ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
話
は
政
証
今
昔
物
語
集
を
始
め
と
す
る
諸
注
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
捜
神

記
な
り
法
苑
珠
林
な
り
の
説
話
を
遠
い
出
典
と
す
る
、
そ
の
翻
案
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
こ
の
場
合
、
唐
土
に
生
れ
た
物
語
が
こ
の
国
に
お
け
る
事
実
や
事
実

の
正
誤
に
何
の
か
か
わ
り
を
持
と
う
。
と
は
い
え
例
え
ば
、
後
世
は
と
も
あ
れ

こ
の
当
時
、
大
和
は
山
城
の
狛
な
ど
と
共
に
瓜
の
主
要
な
産
地
で
あ

っ
て
、
毎

年
、
夏
の
日
の
京
へ
そ
れ
が
搬
ば
れ
た
こ
と
は
広
い
　

・
意
味
で
の
事
実
で
あ

っ



た
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
、
「宇
治
ノ
北
二
不
戊
ヌ
柿
ノ
木
卜
云
フ
木
有
り
」
、

そ
の
木
影
で
下
人
達
が
息
を
入
れ
た
と
い
う
叙
述
は
、
私
に
は
注
意
す
べ
き
も

の
に
思
わ
れ
る
。
唐
土
に
生
れ
た
物
語
に
、
こ
の
細
か
く
限
定
さ
れ
た
土
地
の

指
定
は
、
奇
異
と
い
え
ば
奇
異
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
こ
れ
は
正
確
な

事
実
で
あ

っ
た
。
宇
治
の
北
、
山
科
川
が
そ
の
東
を
宇
治
郡
、
そ
の
西
を
紀
伊

郡
に
わ
か
つ
そ
の
宇
治
郡
内
に
あ

っ
て
の
郡
境
、
木
幡
に
包
摂
さ
れ
る
そ
の
北

縁
、
狭
く
は
六
地
蔵
の
名
で
呼
ば
れ
る
辺
り
に
、
柿
の
木
は
在

っ
た
。
伏
見
か

ら
山
科
へ
向
う
道
が
山
科
川
を
渡
る
と
、
中
世
か
ら
の
宿
駅
、
境
の
楽
落
な
る

札
ノ
辻

（金
ケ
辻
）
が
重
衡
伝
説
と
共
に
在
る
。
そ
の
札
ノ
辻
か
ら
丁
字
路
を

な
し
て
一
つ
の
道
は
南
下
し
、
富
家
殿
の
辺
り
を
通

っ
て
宇
治
に
至
る
。
そ
の

道
、
札
ノ
辻
か
ら
僅
か
に
下

っ
た
と
こ
ろ
に
、
現
在
、
柿
ノ
木
町
が
あ
り
、
そ

の
町
名
は
近
世
期
か
ら
続
く
。

こ
れ

が
今
昔
に
言
う
そ
の
場
所
な
の
で
あ

っ

た
。
六
地
蔵
の
河
港
が
大
津
町
や
中
島
町
か
ら
移

っ
て
、
札
ノ
辻
南
方
の
新
浜

に
開
か
れ
た
と
き
、
柿
の
木
が
あ

っ
て
格
好
の
日
印
と
な
り
、
よ
っ
て
柿
の
木

浜
と
呼
ば
れ
、
町
名
は
そ
れ
に
由
来
す
る
と
い
う
伝
承
を
宇
治
市
史
は
記
す
。

更
に
、
古
代
の
条
里
区
画
名
称
と
し
て
の
柿
本
里

（宇
治
郡
七
条
九
里
）
に
そ

れ
が
遡
り
得
る
と
も
言
う
。
六
地
蔵
の
道
の
岐
れ
に
柿
の
木
が
あ

っ
た
―
―
こ

れ
は

一
つ
の
確
実
な
、
事
実
と
し
て
の
事
実
で
あ

っ
た
。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
そ
れ
は
実
成
ら
ぬ
柿
の
木
で
あ

っ
た
―
―
こ
れ
も
ま

た
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
、
木
幡
な
る
そ
の
地
は
、　
一
つ
な
る

地
の
境
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
成
ら
ぬ
柿
の
木
の
、
よ
く
知
ら
れ
た
そ
れ
を
我

々
は
京
に
二
本
も

っ
て
い
る
。　
一
つ
は
五
条
の
道
祖
神
の
傍
、
東
堀
河
の
流
に

近
く
、　
一
つ
は
比
叡
山
下
、
西
坂
本
に
在

っ
た
。
山
上
の
結
界
が
西
を
水
呑
に

限
る
、
そ
れ
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
山
下
な
る
、
こ
れ
ま
た

一
つ
の
境
界

の
地
で
あ

っ
た
。
西
光
の
名
で
結
ば
れ
る
地
蔵
堂
も
や
が
て
近
く
に
あ
る
で
あ

ろ
う
。
六
地
蔵
な
る
柿
の
木
は
、．
そ
れ
が

一
つ
の
境
の
地
で
あ
る
以
上
、
事
実

と
し
て
、
実
成
ら
ぬ
柿
の
木
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
れ
が
そ
の
木
だ

と
、
嘘
に
も
せ
よ
現
に
指
さ
せ
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
成
ら
ぬ
柿
の
木
が
境

の
地
に
在

っ
た
の
は
そ
の
聖
性
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ
、
成
ら
ぬ
木
に
は

神
が
憑
く

（万
葉
、　
一
〇

一
歌
）
。
そ
し
て
、
例
え
ば
成
木
責
の
風
が
殊
に
柿

の
木
に
属
す
る
よ
う
に
、
例
え
ば
魂
を
祭
る
の
に
柿
の
木
が
必
要
な
木
で
あ

っ

た
よ
う
に
、
神
の
憑
く
と
い
う
信
仰
は
と
り
わ
け
、
成
ら
ぬ
柿
の
木
に
深
か
っ

た
の
で
あ
る
。
か
く
て
成
ら
ぬ
柿
の
木
は
、
事
実
と
し
て
そ
の
在
る
土
地
に
、

土
地
に
応
じ
た
そ
の
意
味
を

ひ
ら
く
。
或
る
時
、　
そ
の
梢
に
仏
が
現
れ
た
の

は
、
五
条
道
祖
神
の
成
ら
ぬ
柿
の
木
で
あ

っ
た

（今
昔
二
〇

・
三
）
。
そ
れ
が

現
に
仏
で
あ
ろ
う
と
、
偽
仏
、
屎
鶏
の
怪
異
で
あ
ろ
う
と
大
差
は
な
い
。
―
―

瓜
を
運
ん
で
来
た
下
人
達
が
、
六
地
蔵
の
成
ら
ぬ
柿
の
木
蔭
に
憩
う
た
。
と
す

れ
ば
既
に
、
何
ら
か
の
不
思
議
の
そ
こ
に
起
る
こ
と
を
柿
の
木
の
意
味
と
し
て

人
々
は

（―
我
々
は
）
予
想
す
る
。
国
境
の
自
昼
の
夏
に
、
黒
々
と
濃
い
影
を

落
し
て
い
た
、
事
実
と
し
て
の
柿
の
木
の
そ
の
下
に
。

注１
　
こ
の
道
長
邸
の
仏
事
を
小
右
記
は
「
日
来
在
読
経
」
と
記
し
、
今
昔
物
語
集
は
不

断
経
で
あ
っ
た
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
仏
事
は
何
日
か
続
き
、
僧
は
滞
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
御
堂
関
白
記
は
、
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
全
く
触
れ
る
こ
と
が
な
い
。

極
め
て
私
的
な
催
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
先
立
つ
三
月
二
十
五
日
か
ら

二
十
八
日
ま
で
、
道
長
家
の
季
御
読
経
が
行
わ
れ
て
お
り

（
こ
れ
は
関
白
記
・
小
右

記
・
権
記
に
も
記
さ
れ
、
結
順
に
は
実
資
・
斉
信
・
俊
賢
・
隆
家
ら
も
会
合
し
て
い

る
）
、
結
願
の
あ
と
、
何
人
か
の
僧
が
滞
在
し
た
か
も
知
れ
ぬ
と
思
う
程
、
問
題
の

仏
事
ま
で
の
日
は
近
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
年
の
道
長
の
仏
事
は
頻
繁
で
、
正
月
二

十
一
日
に
法
花
経
供
養
、
二
月
二
日
に
慶
円

（山
）
に
よ
る
東
三
条
修
善
、
三
月
に

は
十
七
日
に
結
願
す
る
、
何
日
間
か
の
勝
算

（寺
）
に
よ
る
修
善
と
、
二
十
五
日
か



ら
二
十
八
日
に
か
け
て
の
先
述
の
季
御
読
経
が
ひ
き
つ
づ
き
営
ま
れ
て
い
る
。
寛
弘

に
入
っ
て
か
ら
の
道
長
家
の
仏
事
は
め
だ
っ
て
多
く
な
り
、
そ
れ
が
二
年
十
月
の
、

念
願
の
木
幡
浄
妙
寺
落
成
供
養
に
至
る
。

２
　
福
山
敏
男
氏
は
ま
た
、
延
久
三
年
の
興
福
寺
資
財
帳
に
、
福
田
院
田

（城
下
東
郷

の
糸
井
南
庄
、
同
竹
田
南
庄
、
添
上
郡
の
西
井
殿
庄
、
同
池
田
庄
な
ど
）
の
記
載
の

あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
に
は
、
平
群
郡
に
あ
っ
た
ら
し
い

福
田
庄
が
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い
る
。

３
　
奈
良
東
山
に
あ
っ
た
河
内
山
寺
が
河
内
山
贈
太
政
大
臣
の
造
立
で
あ
っ
て

（法
隆

寺
東
院
緑
起
）
、
そ
の
河
内
山
贈
太
政
大
臣
が
太
子
御
斎
会
記
奉
文
で
は
房
前
に
相

当
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
河
内
山
寺
が
福
田
院
に
当
る
可
能
性
を
、
福
山
敏
男
民
は
指

摘
さ
れ
た
。
福
田
院
の
考
え
ら
れ
る
場
所
に
つ
い
て
は
後
に

（注
６
）
触
れ
る
と
し

て
、
河
内
山
贈
太
政
大
臣
と
い
う
呼
称
は
、
房
前
が
河
内
国
渋
河
郡
□
郷
に
山
居
を

構
え
て

「
河
内
大
臣
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
、
今
昔
物
語
集
巻
三
二
。
三
話
に
関
連

を
も
つ
。
今
音
に
伝
承
す
る
も
の
の
一
つ
の
確
か
さ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
延
暦
記
に
は
、
阿
弥
陀
三
尊
・
羅
漢
・
薬
師
三
尊
・
不
空
霜
索
像
の
み
を
記
す
。

宮
井
義
雄
氏
は
こ
の
檜
皮
葺
後
堂
を
、
山
階
流
記
の
別
の
箇
所
に
延
暦
記
を
引
い
て

記
す

「檜
皮
葺
掃
守
殿
」
に
等
し
い
と
さ
れ
る
が

（
『律
令
貴
族
基
原
氏
の
氏
神

・

氏
寺
信
仰
と
祖
廟
祭
祀
』
）
、
そ
こ
に
は
前
記
仏
像
の
他
に
、
地
蔵
像
が
二
襲
記
載

さ
れ
て
い
る
。

５
　
東
金
堂
は
神
亀
三
年

（七
二
六
）
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
、
元
正
太
上
天

皇
の
病
気
平
癒
を
祈
る
薬
師
三
尊
像
が
置
か
れ
た

（興
福
寺
流
記
）。
毛
利
久
氏
は
、

薬
師
を
本
尊
と
す
る
故
に
、
金
堂

（中
金
堂
）
に
対
し
て
、
そ
の
東
に
東
金
堂
が
建

て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
天
平
二
年

（七
三
〇
）
、
光
明
皇
后
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た

五
重
塔
は
、
も
と
よ
り
興
福
寺
そ
の
も
の
の
塔
婆
で
あ
っ
て
、
中
金
堂
に
対
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
金
堂
に
結
ば
れ
る
こ
の
よ
う
な
性
格
の
他
に
、
同
じ
く
毛

利
氏
は
、
こ
の
二
つ
の
建
物
が
一
つ
の
廻
廊

（た
だ
し
東
・
南
二
面
は
築
地
）
に
日

ま
れ
、
そ
の
組
合
せ
に
お
い
て
一
つ
の
独
立
性
を
も
つ
と
い
う

「
二
面
性
」
を
指
摘

さ
れ
、
そ
め
後
者
の
性
格
を
、
建
立
者
で
あ
る
聖
武
・
光
明
の
和
合
的
な
意
味
に
求

め
ら
れ
た
。

６
　
福
田
院
の
場
所
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
長
禄
二
年
二
月
二
十
三
日
、
尋
尊
は
近
郊

の
花
見
に
ゆ
く
。

令
随
心
院
同
道
、
自
竃
寺

・
新
薬
師
。
四
恩
院
・
二
月
堂
・
眉
間
寺

。
新
浄
土
・

福
田
院
ノ
花
フ
見
了
、
安
位
寺
同
御
出
、
於
浄
土
テ
予
一
献
進
了
、
元
興
寺
同
巡

礼
了
、
於
浄
土
テ
歌
在
之

若
し
記
さ
れ
る
寺
院
の
順
が
花
を
見
て
歩
い
た
道
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
自
竃
寺
か

ら
始
ま
る
そ
れ
は
、
興
福
寺
か
ら
東
方
、
高
円
・
春
日
の
山
麓
を
北
上
、
二
月
堂
か

ら
眉
間
寺

（佐
保
山
陵
内
）
へ
北
山
山
麓
を
西
行
、
そ
し
て
眉
間
寺
辺
か
ら
は
南
下

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
新
浄
土
寺
と
福
田
院
は
興
福
寺
へ
の
帰
路
、
法
蓮

・
内

侍
原

・
油
阪
。
三
条

。
大
森
と
い
う
一
連
近
傍
で
あ
れ
ば
、
い
く
ば
く
か
の
廻
り
道

を
し
た
と
し
て
も
、
都
合
が
よ
い
。
福
田
院
は
、
尋
尊
が
、
夜
に
入
っ
て
か
ら
徒
歩

で
参
詣
し
て
も
い
い
遠
さ
に
あ
っ
た

（文
正
元
年
五
月
六
日
、
二
年
六
月
七
日
）
。

新
浄
土
寺
は
大
乗
院
の
子
院
で
愛
染
明
王
を
ま
つ
り
、
弁
才
天
の
福
田
院
と
と
も
に
、

尋
尊
は
し
ば
し
ば
参
詣
す
る
。
文
明
六
年

一
月
七
日
、
次
の
よ
う
な
所
々
巡
礼
が
行

わ
れ
た
。

「福
智
院
・
新
薬
師
寺

・
法
花
堂

。
二
月
堂
・
念
仏
堂
。
大
仏

。
中
間
堂

・
戒
壇
院
。
講
堂
・
知
足
院
・
般
若
寺

・
眉
間
寺

。
当
寺
七
堂
∧
称
南
円
堂
∨
。
新

浄
土
寺

・
極
楽
坊
」
。
興
福
寺
か
ら
元
興
寺
極
楽
坊
へ
赴
く
、
そ
の
う
ち
に
新
浄
土

寺
を
含
む
。
興
福
寺
か
ら
直
接
に
極
楽
坊
へ
で
は
ど
こ
へ
も
寄
る
余
地
な
く
、
南
大

門
な
り
西
門
な
り
か
ら
ひ
と
た
び
西
行
し
た
、
そ
の
近
傍
、
あ
ま
り
遠
く
な
い
と
こ

ろ
に
新
浄
土
寺
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
福
田
院
も
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。

７
　
研
学
堅
義
の
初
め
て
置
か
れ
た
仁
和
二
年
か
ら
仮
に
長
保
五
年
ま
で
あ
百
十
八
年

間
に
、
竪
者
百
三
十
三
人
、
四
十
歳
未
満
の
竪
者
で
あ
っ
た
こ
と
の
明
瞭
な
も
の
二

十
一
人

（維
摩
講
師
研
学
竪
義
次
第
）
。
天
慶
四
年
の
若
い
竪
者
定
昭

（照
、
三
十

二
歳

・
薦
十
四
）
を
系
図
基
安
は
左
大
臣
師
テ

（安
和
三
年
没
、
五
十
歳
）
の
子
と

す
る
が
、
こ
れ
は
纂
要
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
定
昭
の
生
れ
た
と
き
、
師
テ
は
ま
だ
生

れ
て
い
な
い
。

８
　
事
実
の
正
誤
に
関
し
て
以
下
に
挙
げ
る
例
証
は
、
阪
倉
篤
義

。
本
田
義
憲

。
川
端

善
明

『
今
昔
物
語
集
―
本
朝
世
俗
部
』
０
０
０

（新
潮
社
）
の
頭
注
・
補
注
に
記
し

た
も
の
の
引
用
・
敷
術
よ
り
な
り
、
ま
た
そ
こ
に
は
記
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
継

ぐ
も
の
で
あ
る
。


