
翻
刻
『
俳
譜
歳
時
記
』
（
九
）

播
　
本
　
眞
　
一

は

じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
　

　
本
稿
は
、
「
翻
刻
『
俳
譜
歳
時
記
』
（
一
）
」
～
「
同
（
八
）
」
に
続
き
、

曲
亭
馬
琴
（
一
七
六
七
～
一
八
四
八
）
が
享
和
三
年
（
一
八
o
三
）
に

刊
行

し
た
『
俳
譜
歳
時
記
』
（
二
巻
二
冊
、
横
本
）
を
翻
刻
す
る
も
の

で

あ
る
。
今
回
は
紙
幅
の
都
合
で
、
下
冊
「
秋
之
部
」
百
三
十
六
丁
オ

モ

テ

五
行
目
か
ら
同
百
五
十
三
丁
オ
モ
テ
六
行
目
ま
で
を
対
象
と
し
た
。

凡
例
な
ど
は
前
記
拙
稿
（
一
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

『
俳
諸
歳
時
記
』
翻
刻

俳
諸
歳
時
記
秋
之
部
　
江
戸
　
曲
亭
主
人
纂
輯

か

さ
ざ
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
じ
や
う
お
ん
ぢ

烏
鵠
の
橋
［
准
南
子
］
　
『
も
し
ほ
草
』
に
、
後
成
恩
寺
殿
の
『
鴉
鷺
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
し

を

引
て
云
ク
、
『
史
記
』
に
云
、
環
に
夫
婦
あ
り
、
夫
を
遊
子
と
い
ひ
、

　
　
は
く
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
か
い
ろ
う
　
　
ち
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う

婦

を
伯
陽
と
い
ふ
。
借
老
の
契
り
深
し
。
子
は
二
八
の
候
、
陽
は
三
四

し
ゆ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
し
　
　
　
　
　
　
　
は
く
よ
う

の

旬

也
。
い
ふ
ご
s
ろ
は
、
遊
子
十
六
才
、
伯
陽
十
1
I
才
也
o
夫
婦

　
　
　
　
　
た
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い

と
な
り
て
、
互
に
ご
＼
う
さ
し
切
也
。
と
も
に
月
を
愛
す
る
こ
と
限
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
し

な
く
、
夕
に
は
月
の
出
る
を
ま
ち
て
里
に
ゆ
き
、
暁
は
月
の
入
る
を
惜

　
　
　
　
　
　
　
の
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
げ

み

て
高
き
峰
に
登
る
。
伯
陽
九
十
九
に
し
て
死
す
、
遊
子
ふ
か
く
歎
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
さ
ト
ぎ
　
　
　
　
　
　
そ
ら

て

月
を
形
見
と
見
る
程
に
、
或
夜
、
伯
陽
鵠
に
乗
り
て
空
を
飛
行
し

　
　
　
　
　
　
　
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

け
れ
は
、
遊
子
特
に
な
げ
き
て
百
三
才
に
し
て
死
せ
り
o
遂
に
天
の
星

　
　
　
　
　
か
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
い
　
　
　
　
　
へ
だ
て

と
な
り
て
、
烏
に
の
り
て
天
を
飛
行
し
、
夫
妻
銀
河
を
隔
た
り
。
さ
れ

　
　
て
い
し
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
か
れ

ど
も
帝
釈
、
毎
日
こ
の
川
に
て
水
を
浴
給
ふ
ゆ
ゑ
に
、
水
穣
あ
り
て

　
　
　
　
　
ゆ
る

渡

る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
。
し
か
れ
ど
も
、
（
百
三
十
六
オ
）
七
月
七
日

　
　
て
い
し
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
み

は
、
帝
釈
、
善
法
堂
へ
御
参
り
の
日
な
れ
は
、
水
を
浴
給
ず
し
て
渡

　
　
　
　
ゆ
る

る
こ
と
を
許
さ
れ
ぬ
。
年
に
一
度
と
い
へ
ど
も
、
人
間
の
為
に
は
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
し
や
く
　
は
ね
　
な
ら

一
夜
也
。
こ
の
時
、
烏
と
鵠
と
羽
を
双
べ
、
橋
と
な
り
て
、
牽
牛
・
織

　
　
わ
た

女

を
通
す
也
。
こ
れ
を
烏
鵠
の
橋
と
い
ふ
。
『
遊
仙
窟
』
に
、
病
鵠
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
じ
や
く

二
字

を
、
や
も
め
か
ら
す
と
よ
め
り
。
さ
れ
は
、
烏
鵠
の
二
字
を
倒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
り

さ
s
き
と
よ
む
こ
と
、
不
審
な
き
か
と
也
。
　
年
の
渡
年
に
一
度
、
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天
の
川
を
わ
た
る
こ
s
ろ
也
。
　
紅
葉
の
橋
も
み
ち
の
橋
は
、
ま
こ

と
に
あ
る
に
あ
ら
ず
。
た
と
へ
ば
、
あ
ら
ま
し
を
い
ふ
也
。
［
八
雲
御

　
　
　
　
　
　
　
う
し
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
え
う
　
　
し
き
　
　
　
　
　
　
　
や
か
た

抄
］
漢
毛
伝
に
、
烏
鵠
の
橋
の
口
に
は
紅
羽
を
敷
、
二
星
の
屋
形
の

　
　
　
　
れ
い
ノ
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
え
う

前
に

は

風
冷
々
た
り
。
是
は
紅
葉
に
あ
ら
ね
ど
も
、
紅
葉
と
い
ふ
に
つ

　
　
　
　
ヒ
つ

け
て
、
羽
の
字
を
え
う
の
声
に
よ
む
な
り
。
二
星
の
、
あ
か
ぬ
わ
か
れ

な
み
だ
　
　
　
　
　
は
ね
　
　
　
　
　
く
れ
な
ゐ

の

涙
、
鵠
の
羽
を
染
て
紅
に
な
る
を
い
へ
り
。
［
藻
汐
艸
］
　
二
星
の

　
　
　
た
う
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
き
う
　
　
　
　
　
き
ん
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
で
ん
　
　
な
す

屋
形
　
唐
の
天
宝
中
、
後
宮
七
夕
に
錦
綜
を
結
び
て
楼
殿
を
成
。
高
サ

　
　
　
　
　
　
　
い
れ
　
　
　
　
　
く
わ
く
し
ゆ
し
や
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う

百
丈
、
数
十
人
を
容
べ
し
。
花
果
酒
灸
を
陳
ら
ね
、
坐
旦
ハ
を
設
け
、
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

て

牛
女
の
二
星
を
ま
つ
れ
り
o
本
朝
の
戯
は
少
し
く
こ
れ
に
異
也
。
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
な

ツ

の

棚

を
張
り
花
を
折
り
、
花
果
を
備
へ
空
焼
等
の
事
あ
り
。
共
に
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
こ
う
で
ん
　
た
う

れ

を
副
司
倒
形
（
百
三
十
六
ウ
）
と
い
ふ
な
り
。
　
乞
巧
莫
　
唐
の

き
う
ひ
ん
　
　
　
　
　
　
　
ち
ぢ
ゆ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
も

宮
嬢
、
七
夕
に
蜘
蛛
を
以
金
盤
の
中
に
納
れ
、
暁
に
開
キ
て
蜘
の
糸
の

き
み
　
つ
　
　
み

稀
密
を
視
て
、
巧
の
多
少
を
得
た
り
と
す
。
［
潜
確
類
書
］
七
夕
に
、

　
　
し
ろ
う
　
　
　
　
　
こ
う
し
ん
　
う
が
　
　
　
　
　
　
ち
ゆ
う
せ
き

婦
人
糸
縷
を
結
び
、
七
孔
針
を
穿
ち
、
或
は
金
銀
鍮
石
を
以
て
針
と
し
、

く
わ
　
　
く
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
し

瓜
・
菓
を
庭
中
に
陳
ら
ね
、
以
て
巧
を
乞
ふ
。
嬉
子
あ
り
て
瓜
の
上
に

あ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
も
　
　
さ
く
べ
い

網
す
る
と
き
は
巧
を
得
た
り
と
す
。
［
荊
楚
歳
時
記
］
　
索
餅
　
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
く
め
ん

七

日
、
翼
羅
祭
第
又
、
牽
牛
神
南
6
0
パ
そ
の
祭
供
に
は
羅
を

以

す
。
是
、
糸
織
の
象
に
表
す
。
並
に
黎
麺
を
以
す
。
こ
れ
鋤
耕
の

か

た
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
ん
し
　
せ
う
し

象
に
表
す
。
［
先
代
旧
事
記
］
昔
、
高
辛
氏
の
女
子
、
七
月
七
日
に
死

　
　
　
　
れ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
り

ス
o

そ

の

霊
、
鬼
神
と
な
り
て
人
に
瘡
を
病
し
む
。
そ
の
存
る
日
、

ば

く
べ
い

麦
餅
を
好
り
。
故
に
、
そ
の
死
る
日
に
到
り
て
索
釧
を
以
こ
れ
を
祭
る
。

　
　
　
　
　
　
　
く
ら
　
　
　
　
ぎ
や
く
し
つ
　
う
れ
ひ

後
人
皆
、
索
餅
を
食
へ
は
瘡
疾
を
患
ず
。
［
十
節
記
］
七
月
七
日
の

さ
く
め
ん
　
　
　
　
こ
た
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
や
し

索
麺

は
、
巨
旦
が
筋
也
。
［
重
篁
内
伝
］
今
の
俗
、
七
夕
に
冷
さ
う
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
し
や
う
　
　
さ
い
る
い
う

ん
を

食
ふ
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
る
に
や
。
　
洗
車
雨
　
洒
涙
雨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
イ

七
月
六
日
の
雨
を
渕
］
『
雨
と
い
ひ
、
七
日
の
雨
を
洒
涙
雨
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
は

［
天

中
記
］
こ
の
夕
雨
ふ
れ
は
、
二
星
会
ず
と
い
ふ
俗
説
、
こ
の

さ
い
る
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ヒ
こ

酒
涙
雨

（百
三
十
七

オ
）
を
お
も
ひ
誤
り
し
に
や
。
　
七
箇
の
池

も
べ
こ
　
　
　
　
せ
き
ふ
じ
ん
　
　
ぢ
し
か
は
い
ら
ん
　
の
ち
　
　
　
ふ
ト
う
　
　
　
だ
ん
じ
ゆ

百
子
の
池
　
戚
夫
人
の
侍
児
買
侃
蘭
、
後
出
て
扶
風
の
人
段
儒
が
妻
と

な
り
、
宮
内
に
あ
り
し
時
の
こ
と
を
説
、
云
云
。
七
月
七
日
、
百
剥

　
の
ぞ
　
　
か
ん
し
ん
ら
く
　
　
な
　
　
　
　
が
く
を
は
り
　
　
　
　
　
し
き
る
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
い
ふ

に

臨
み
干
闇
楽
を
作
す
。
楽
畢
て
、
五
色
縷
を
以
て
相
覇
す
。
謂
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ら
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ

桐閨
と
す
。
［
西
京
雑
記
］
大
盟
に
水
を
入
れ
大
空
の
星
を
移
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ら
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ト
み

［公
事
根
源
］
七
箇
の
池
と
は
、
七
の
盟
に
水
を
入
れ
、
鏡
を
つ
け
て

星
の

影

を
移
す
を
い
ふ
。
百
劃
と
は
天
の
河
を
い
ふ
。
織
女
を

も
べ
こ
ひ
め

百
子
姫

と
い
へ
は
也
。
又
、
百
の
盟
に
水
を
入
れ
て
手
向
る
と
い
ふ
説

　
　
　
　
　
　
　
た
ら
ひ

あ
れ
と
、
百
の
盟
は
あ
ま
り
に
多
か
る
へ
し
。
百
子
池
と
名
つ
く
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
う
　
　
　
　
　
　
つ
ま
む
か
へ

と
愚
按
あ
り
。
く
は
し
く
劃
の
条
下
に
注
す
。
　
妻
迎
船
［
八
雲

　
　
　
　
さ
を
　
　
　
　
　
　
つ
ま
お
く
り
　
　
　
　
　
　
つ
ま
こ
し
　
　
く
ほ

御

抄
］
　
左
小
舟
［
同
上
］
　
妻
送
船
［
藻
汐
］
　
妻
越
船
　
具
穂

　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
ら

船
［
八
雲
］
　
七
種
の
船
い
ろ
く
の
宝
を
七
品
つ
み
て
手
向
る
を

い

ふ
o
七
夕
の
遊
ひ
に
は
、
七
の
数
を
用
て
薗
な
ど
い
ふ
こ
と
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
さ
う
　
　
あ
ら
は
　
き
ゑ
ん
ほ
と
こ

星
祭
　
星
の
手
向
　
七
月
七
日
の
夜
、
庭
を
酒
掃
し
、
露
に
几
錘
を
施

　
　
し
ゆ
ほ
　
じ
く
わ
　
ま
う
け
　
　
　
　
　
か
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ニ
　

し
、
酒
哺
、
時
菓
を
設
、
香
粉
を
河
鼓
織
女
に
散
じ
、
一
星
の
会
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
　
　
　
　
　
　
い
だ

る
に
当
り
て
、
夜
を
守
る
（
u
n
l
l
l
十
七
ウ
）
者
、
威
志
願
を
懐
く
。
或

　
　
　
　
て
ん
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
ノ
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う

は
い
ふ
、
天
漢
中
を
見
る
に
変
々
た
る
白
光
あ
り
。
こ
れ
を
徴
と
し
て
、

　
　
　
は
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

見

る
者
拝
し
願
ふ
o
富
を
乞
ひ
、
寿
を
乞
ひ
、
子
を
乞
ふ
。
ロ
ハ
一
ッ
を

　
　
　
　
　
ロ
つ

乞
ふ

こ
と
を
得
、
兼
求
る
こ
と
を
得
ず
。
三
年
に
し
て
乃
チ
こ
れ
を
い

　
　
す
こ
ぶ
る
　
　
　
　
　
　
う
　
　
も
の

ふ
o
頗
そ
の
詐
を
得
る
者
あ
り
。
［
崔
氏
四
民
歳
時
記
］
先
ッ
七
日
な
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れ

は
・
蔵
人
御
嚢
を
携
ひ
搬
ふ
o
夜
に
入
て
雄
竃
あ
り
。
御
殿
の

庭
に
娠
え
四
脚
を
立
て
、
焙
部
九
本
、
各
と
蛾
封
り
0
机
の
上
に
い
ろ
く

の

物
を
す
え
た
り
。
［
公
事
根
源
］
筑
前
国
大
嶋
の
星
の
宮
と
て
、
北

は
喫
蹴
を
祭
り
、
南
は
織
女
を
崇
む
。
二
社
の
間
に
河
あ
り
、
天
の
河

　
　
　
　
　
　
え

　
な
つ

と
号
く
。
女
を
得
ん
と
思
へ
は
、
彦
星
の
宮
に
こ
も
る
。
七
月
朔
日
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
な
　
　
ゆ
ふ
　
　
　
た
ら
ひ

り
七
目
の
夜
半
に
到
り
、
河
中
に
棚
を
結
て
、
盟
〈
上
中
下
〉
三
ッ
に

　
　
　
　
な
ら

水

を
入
れ
双
べ
て
、
盟
三
ッ
に
男
の
名
を
書
て
、
祭
を
な
し
、
盟
に
移

　
　
　
　
　
し
た
が

り
た
る
に
随
ひ
て
、
そ
の
男
女
を
定
る
也
。
こ
の
祭
を
せ
ん
と
て
、
天

　
　
　
　
た
ト

の

河
原
に

立
ぬ

日
は
な
し
と
い
へ
り
。
［
栄
雅
抄
］
『
古
今
』
、
秋
風
の

吹
に

し
日
よ
り
久
か
た
の
天
の
河
原
に
立
ぬ
日
は
な
し
、
よ
み
人
不
知
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
し
は
さ

　
　
　
　
き
こ
う
で
ん

願
の

糸

乞
巧藷
器
机
の
上
に
、
金
針
七
．
‥
ご
銀
針
七
。
を
押

み
、
件
の
針
別
罷
沽
曙
り
O
五
色
の
委
以
猿
。
設
篭
遣

く
o
　
［
江
次
第
］
漢
の
綜
女
、
七
月
七
日
を
以
七
孔
鍼
を
開
襟
楼
に
穿
。

と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
ニ

倶
に

以
て

習
レ
之
o
　
［
西
京
雑
記
］
（
百
三
十
八
オ
）
七
夕
に
婦
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ゆ
う
せ
き

い

ろ
い
と

練
縷

を
結
ひ
七
孔
針
を
穿
ッ
、
或
は
金
銀
鍮
石
を
以
て
針
と
す
。
［
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ひ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き
せ
ん
　
　
と
り

時

記
］
又
唐
の
宮
中
、
七
夕
に
妃
嬢
各
九
孔
針
五
色
線
を
執
て
、
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
ひ

向
て
こ
れ
を
穿
ッ
。
通
る
者
は
巧
を
得
た
り
と
す
。
○
明
皇
、
貴
妃
と
s

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん

　
　
　
　
　
　
く
わ
せ
い
き
う

も
に
、
七
夕
に
花
清
宮
に
宴
し
、
酒
撰
を
庭
に
つ
ら
ね
、
恩
を
牛
女
に

　
　
　
　
　
　
く
　
も
　
　
と
り
　
こ
ぼ
こ
　
　
　
　
　
い
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

求
む
。
又
各
、
蜘
蛛
を
捉
て
小
合
の
中
に
閉
て
、
暁
に
い
た
り
開
き
視

る
に
・
森
の
竃
を
巧
の
候
と
す
・
故
に
・
民
間
も
又
・
」
れ
に
磐
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
な
　
　
　
　
く
も
つ

［天

宝
遺
事
］
‖
と
も
い
ふ
也
。
香
花
を
供
へ
、
供
物
を
調
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
を
　
　
ま
し

　
　
　
ふ
み

庭
上
に

文
を
置
て
、
竿
の
端
に
五
色
の
糸
を
か
け
て
一
事
を
祈
る
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
さ
　
こ
　
う

三
年
の
内
に
必
ス
叶
ふ
と
い
へ
り
。
故
に
乞
巧
と
い
ふ
。
［
公
事
根
元
］

蒙
は
熟
の
讐
よ
り
暮
く
・
星
の
．
薫
．
娠
．
の
う
へ
の
火
と
り

　
　
　
　
そ
ら

に
、
終
夜
空
た
き
物
あ
り
。
［
公
事
根
源
］
　
庭
の
立
琴
　
乞
巧
萸
に

御
所
よ
り
竺
彊
を
申
下
し
・
東
北
西
北
の
机
上
の
案
に
l
d
i
．
注
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ご
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ

延
喜
十
五
年
の
例
、
和
琴
を
用
ふ
。
裏
書
に
云
、
柱
を
立
る
に
1
1
1
d
i
あ

　
　
　
　
　
り
よ
　
　
り
つ
　
　
　
　
　
　
　
て
う
し

り
。
常
に
半
呂
・
半
律
を
用
ふ
。
秋
の
調
　
－
也
o
　
［
江
次
第
］
半
呂
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き
て
う

半
律
と
は
、
楽
書
に
云
、
黄
鐘
調
・
大
食
調
は
律
・
呂
の
調
也
、
半
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ん
　
　
つ
く
り

の

調
也
。
［
公
事
根
元
頭
書
］
　
星
の
か
し
物
　
七
月
七
日
麺
を
作
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
く
し
つ
ぐ
わ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ん

（
u
n
l
l
l
＋
八
ウ
）
藍
丸
及
ヒ
蜀
漆
丸
を
合
し
、
経
書
及
ヒ
衣
装
を
曝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ん
じ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
り
や
う

す
。
俗
に
習
ふ
こ
と
然
り
。
［
四
民
月
令
］
都
隆
、
七
月
七
日
隣
人
を

祷
れ

は
・
皆
衣
物
を
曝
ス
・
薩
庁
僻
眺
し
て
腹
を
出
す
。
人
そ
の
故
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
　
げ
ん
か
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
う
よ
う

問
ふ
、
日
、
腹
中
の
書
を
晒
の
み
。
［
世
説
］
晋
の
院
威
、
字
は
仲
容
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
す
　
　
　
　
　
し
よ
げ
ん
　
　
　
ら
ん
ぜ
ん
　
　
　
　
　
て
い
き
ん

　
　
　
　
き
う
そ
く

七
月
七
日
旧
俗
の
法
当
に
衣
を
曝
べ
し
。
諸
院
庭
中
燗
然
之
し
て
梯
錦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
あ
げ
ま
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
カ
ん

に

あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
威
、
と
き
に
総
角
た
り
。
乃
チ
長
竿
を
立
て
、

大
布
の
底
自
p
t
l
を
轡
・
庭
中
に
聡
し
て
云
・
い
ま
だ
俗
熱
触
る
≧
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い
ほ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ
こ
ろ
も

あ

た

は

能
ず
。
〇
七
夕
に
革
蓑
を
曜
曝
す
れ
は
虫
な
し
。
［
章
氏
月
令
］
供
旦
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
じ
や
く

を
と
s
の
へ
、
庭
上
に
文
を
お
く
。
［
公
事
根
源
］
七
夕
に
書
籍
衣
服

　
さ
ら
す

を

晒

よ
り
、
そ
れ
を
星
に
か
す
と
て
、
星
の
か
し
物
と
も
、
か
し
小
袖

　
　
　
　
　
　
　
く
わ
せ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う

と
も
い
ふ
也
。
　
化
生
　
歳
時
記
に
云
、
七
夕
に
、
俗
、
蝋
を
以
て

　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ろ
し
　
　
し
や
う

ゑ

し
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
カ

嬰
児

を
作
り
、
水
中
に
浮
べ
、
以
て
婦
人
、
子
に
宜
き
の
祥
と
す
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
わ
う
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
ヲ
　
　
ス
　
　
　
　
ヲ

れ

を
幽
と
い
ふ
。
王
建
が
詩
に
云
、
水
拍
二
銀
盤
一
弄
二
化
生
↓
是
な

　
　
　
　
　
　
つ
ち
に
ん
ぎ
や
う
　
　
　
　
　
ぎ
ん
は
ん
　
　
　
　
　
　
　
も
の
　
　
く
わ
せ
い

り
o
今
の
人
、
泥
塑
嬰
児
、
或
は
銀
範
を
以
す
る
者
、
化
生
を
な
す
こ

と
を
し
り
て
、
七
夕
の
戯
な
る
こ
と
を
し
ら
ず
。
［
五
雑
組
］
馬
琴
按

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ご
ニ
　
　
　
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち

す

る
に
、
水
銀
盤
を
拍
て
、
化
生
を
弄
す
と
い
う
者
は
、
百
子
の
池
此
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け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ

な
る
べ
し
。
凡
、
七
夕
の
戯
は
、
婦
人
子
の
多
キ
を
願
ふ
よ
り
起
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ん
は
ん

百
予
は
子
の
多
き
を
い
ふ
。
池
は
銀
盤
也
。
或
は
（
t
u
l
l
l
＋
九
オ
）
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
た
ら
ひ

子
池

を
以
天
河
と
し
、
或
は
百
介
の
盟
と
す
る
者
は
非
な
ら
ん
。
○

し
や
で
う
せ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
て
い
　
も
う
げ
ん

謝
肇
淘
云
、
牛
女
の
事
『
斉
譜
』
よ
り
始
り
、
武
丁
の
妄
言
に
成
り
、

　
　
じ
や
う
さ
　
ら
ん
せ
つ
　
　
　
　
　
　
し
か
ヵ
ご
　
　
ぐ
お
も
へ
ら
く

博
物
乗
桂
の
浪
説
に
成
る
、
云
云
。
愚
　
謂
、
七
夕
牛
女
の
祭
は
元
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
　
　
　
　
　
　
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
ん

女
児
の

戯
れ

也
。
詩
人
採
て
こ
れ
を
賦
す
。
一
時
風
流
の
玩
と
す
る
は

か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
つ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん

可
也
．
是
を
以
実
事
と
お
も
へ
る
者
は
男
子
の
見
二
あ
ら
ず
。
謝
氏

ざ
つ
そ
　
　
　
つ
ぶ
さ
　
　
　
　
　
　
う
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
く
わ
く
か
ん

『
雑
組
』
に
旦
ハ
に
こ
れ
を
論
た
り
。
　
七
宝
枕
　
梶
の
葉
　
晋
の
郭
翰
、

わ

か

う
　
　
せ
い
ひ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ

少

し
て
清
標
あ
り
。
月
に
乗
じ
て
庭
中
に
臥
す
。
織
女
こ
れ
に
降
り
、

と
も
に
ノ
へ
　
　
こ
う
れ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ゴ
め
お
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
つ

与

譜
に

杭
麗

す
。
し
か
し
て
後
、
劃
棚
を
以
留
贈
り
、
別
を
訣
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
ご

て

去
ル
。
［
五
雑
組
］
む
か
し
余
吾
の
海
に
天
人
下
り
、
羽
衣
を
猟
師

　
ぬ
す
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
え

に

盗

れ
、
こ
～
う
な
ら
ず
猟
師
の
妻
と
な
り
、
年
月
を
経
て
羽
衣
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
て
ん

て
天
上

し
、
ふ
た
s
ひ
猟
師
と
s
も
に
昇
天
す
。
女
は
織
女
と
な
り
、

男
は
牽
牛
と
な
る
。
そ
の
再
び
天
へ
上
る
時
、
梶
の
木
の
上
よ
り
糸
を

お
ろ
し
、
こ
れ
に
と
り
附
て
上
る
故
に
、
二
星
の
手
向
に
梶
の
葉
を
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

ひ
、
願
自
と
て
五
色
の
糸
を
用
ふ
。
略
し
て
こ
s
に
記
す
。
こ
の
こ

と
、
淡
海
志
に
も
み
え
た
り
。
［
高
辻
章
長
朗
詠
抄
］
愚
云
、
是
日
本

　
　
　
　
　
　
た
な
ば
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
ひ
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

に

生
ず

る
所
の
牛
女
也
。
羽
衣
て
ふ
謡
曲
こ
れ
に
似
た
り
。
原
は
み

　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
ふ
ご
う
　
で
ん
ふ
じ
ゆ
か
　
　
　
　
こ
　
を
と
め

な
『
捜
神
記
』
に
載
す
る
所
の
、
扶
風
の
田
夫
樹
下
に
六
七
個
の
少
女

　
み
　
　
　
　
　
　
も
う
い
　
ぬ
げ

を
視
る
、
　
一
女
、
毛
衣
を
脱
り
、
田
夫
（
H
i
l
1
1
十
九
ウ
）
と
り
て
こ
れ

　
か
く
　
　
　
　
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
は
ち
　
　
　
つ
ま

を
蔵
す
、
遂
に
飛
こ
と
あ
た
は
ず
、
便
そ
の
婦
と
な
り
、
し
か
し
て

　
　
　
う
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
た
う
か

三
女
を
生
、
後
毛
衣
を
積
稲
下
に
得
て
、
三
女
と
s
も
に
天
上
し
去
る
、

　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も

と
い
ふ
を
擬
し
て
作
れ
る
也
。
　
芋
の
葉
の
露
露
と
り
草
と
は
、
七

夕
の
歌
を
書
附
る
に
、
員
に
て
書
付
る
也
。
［
藻
汐
艸
］

た

ん

ざ

く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ち

短
冊
竹
売
　
む
か
し
は
七
月
六
日
、
市
中
、
穀
の
葉
を
売
る
。
明
夜
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
け

詩
歌

を
書
て
二
星
に
供
ず
。
或
は
短
尺
に
鰍
の
葉
を
用
ヒ
て
詩
歌
を
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
り

り
o
今
は
民
間
の
児
女
、
五
色
の
紙
を
前
刀
て
短
冊
と
し
、
こ
れ
に
古
歌

　
か
き
　
　
さ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
く
か
ん
　
　
ご
さ
い
し

を
書
、
篠
の
葉
に
結
び
、
高
く
屋
上
に
出
す
。
こ
れ
竹
竿
の
五
繰
糸

　
か
ゆ

に

換

る
も
の
欺
。
昨
今
、
市
中
、
短
尺
竹
引
多
し
。
又
近
来
、
五
色

　
　
　
　
　
う
り
　
　
　
　
　
　
　
あ
ア
か
ゐ
　
ま
り

の

矧綱
を
売
あ
り
く
也
。
　
飛
鳥
井
の
鞠
　
七
夕
に
、
飛
鳥
井
・

な
に
は
　
　
　
　
　
　
　
し
う
き
く
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
れ
い

難
波
の
両
家
、
蹴
鞠
の
会
あ
り
、
恒
例
也
。
上
賀
茂
、
松
下
露
払
、
井

に

枝
鞠
、
上
足
等
の
義
あ
り
。
堂
上
及
び
地
下
の
門
人
、
多
く
あ
つ
ま

　
　
　
　
　
　
り
つ
く
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く
　
　
　
　
　
　
　
て
う
ほ
う

る
。
　
池
の
坊
立
花
〈
七
日
〉
　
洛
の
六
角
堂
頂
法
寺
雲
林
院
は
、
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
く
わ
う
　
　
　
　
ひ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い

条
の
南
に
あ
り
。
近
世
の
僧
専
光
、
数
品
の
花
枝
を
一
瓶
に
し
て
、

　
　
　
け
い
そ
う
　
　
も

山
水
の
景
象
を
摸
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
俗
、
こ
れ
を
立
掴
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
て
あ
そ

今
に
到
り
て
年
々
こ
れ
を
玩
ぶ
。
（
百
四
十
オ
）
例
年
七
月
七
日
、
立

　
　
す
ひ
ん
い
さ
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
そ

花
、
数
品
砂
の
物
等
あ
り
。
諸
人
競
ふ
て
こ
れ
を
見
る
。
こ
れ
を
池
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ご
は
な

坊
讃
と
い
ふ
。
二
星
に
供
ず
る
の
こ
s
ろ
也
。
　
本
願
寺
の
籠
花

〈七

日
〉
　
本
願
寺
、
西
は
、
六
条
南
大
宮
東
、
北
小
路
の
北
、
油
の

小
路
の
西
に
あ
り
。
東
は
、
六
条
の
南
、
烏
丸
の
西
、
北
小
路
の
北
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う

新
町
の
東
に
あ
り
。
両
門
跡
と
称
す
。
七
月
六
日
の
夕
、
東
西
の
本
願

　
ま
つ
ば
　
　
　
け
ら
い
　
　
す
し
ゆ
　
　
　
　
か
た
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

寺
末
派
、
井
に
家
礼
、
花
数
種
を
以
船
の
形
を
作
り
、
又
槽
の
形
を
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
へ

り
、
中
に
草
花
数
品
を
た
て
＼
、
門
主
に
献
ず
。
こ
れ
を
堂
上
に
並
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
せ
つ
く
　
ぢ
と
う

く
o
今
日
〈
七
日
〉
諸
人
こ
れ
を
見
る
。
　
七
日
の
御
節
供
　
持
統
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん
く
わ
い
　
　
　
　
　
　
て
う
ふ
く

皇
五
年
秋
七

月
七
日
、
公
卿
宴
会
す
。
乃
て
朝
服
を
た
ま
ふ
。
［
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
さ
く
へ
い

紀
］
内
膳
司
よ
り
こ
れ
を
調
進
す
。
今
日
索
餅
を
用
る
こ
と
故
あ
る
に
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や
o
　
［
公
事
根
元
］
今
日
、
武
家
井
に
地
下
、
と
も
に
白
帷
子
を
着
し

け
い
か
　
　
　
い
ヘ
ノ
ご
　
　
　
さ
う
め
ん
　
き
つ
　
　
　
　
　
　
た
か
い

慶
賀
す
。
戸
々
必
ず
索
麺
を
喫
し
、
或
は
迭
に
相
お
く
る
。
索
麺
は

さ
く
へ
い
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
や
く
　
み
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
け
ん
ど
う

索
餅

を
摸
せ
り
。
　
逆
の
峯
入
七
月
の
は
じ
め
、
大
峯
修
験
道
山
伏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ぎ

の

客
僧
、
大
峯
よ
り
京
に
出
ッ
。
大
な
る
法
螺
を
吹
き
、
金
剛
杖
を
筆

　
　
い
ヘ
ノ
ご
　
　
へ
ん
れ
き
　
と
き
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
せ
ん
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ
う

り
、
戸
々
を
遍
歴
し
斎
料
を
乞
ふ
。
或
は
前
鬼
木
鉢
、
或
は
奈
良
硫
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
ん
か
　
　
お
く

等
の
物
を
（
百
四
十
ウ
）
檀
家
に
贈
る
。
凡
、
峯
入
の
法
、
本
山
派
、

く
ま
の

熊
野

よ
り
大
峯
に
入
る
、
こ
れ
を
順
剰
と
い
ふ
〈
春
也
〉
。
当
山
派
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ん
じ
ゆ
ゑ

大
峯
よ
り
熊
野
に
出
ッ
、
こ
れ
を
逆
の
み
ね
入
と
い
ふ
。
　
文
珠
会

〈
八

日
〉
　
是
は
東
寺
・
西
寺
に
て
行
は
る
。
仁
明
天
皇
天
長
十
年
七

　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ

月
八
日
、
大
法
師
泰
善
、
は
じ
め
て
文
珠
会
を
修
す
。
［
公
事
根
源
］

　
　
　
　
　
　
　
く
ん
い
ゆ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
け
　
そ
し
き
　
　
へ
ん

文
珠
会
は

畿
内
の
郡
邑
、
ひ
ろ
く
此
会
を
設
、
鹿
食
等
を
弁
じ
て
、

ひ

ん

じ
や
　
ほ
と
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
は
ん
き
よ
う
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
し

貧
者
に
施
し
給
ふ
。
是
、
文
珠
浬
般
木
経
の
文
に
依
る
也
。
云
ク
、
若
、

し
ゆ
ぜ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く
こ
う

衆
生

あ
り
て
文
珠
師
利
の
名
を
聞
ん
に
、
十
二
億
劫
生
死
の
罪
を

じ
よ
ぎ
や
く
　
　
　
　
　
も
し
　
　
　
　
　
く
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
ご
う
　
し
よ
こ
う

除
却
せ
ん
。
若
、
礼
拝
供
養
す
る
者
は
、
生
々
の
処
恒
に
諸
公
の
家

　
う
ま
れ

に

生

ん
。
［
大
政
官
符
の
略
］
　
六
道
参
〈
九
日
〉
　
五
条
の
末
北
、

　
　
　
た
つ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
ん
れ
い

建
仁
寺

巽
の

角
に
あ
り
。
今
の
建
仁
寺
大
晶
院
、
管
領
す
。
是

ち
ん
く
わ
う
じ
　
　
　
　
　
　
　
し
か
ヵ
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
き

珍
篁
寺
の
本
尊
、
云
云
。
［
名
勝
志
］
珍
篁
寺
は
引
法
大
師
の
開
基
に

　
　
　
　
そ
う
じ
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う

し
て
、
元
葬
場
た
り
。
小
堂
に
地
蔵
を
安
置
す
。
世
に
六
道
と
称
ス
。

つ
た

へ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

め

い

ど
　
　
つ
う
　
　
　
　
　
　
た
か
む
ら
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
か
ら

伝
い
ふ
、
こ
の
所
冥
途
に
通
ず
、
故
に
篁
、
此
所
よ
り
親
六
道
に
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ら
ほ
ん

て

帰
れ

り
と
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
毎
年
七
月
孟
蘭
盆
前
、
九
日
に
男
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね

参
詣
す
。
［
雍
州
府
志
］
今
日
、
諸
人
六
道
地
蔵
に
詣
て
、
男
女
、
鉦

　
　
　
し
よ
う
れ
う

を

鳴

し
聖
霊
を
迎
ふ
。
各
欄
d
樹
、
或
は
新
米
を
買
て
（
百
四
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
せ
こ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
き

オ
）
精
霊
に
供
ず
。
こ
れ
を
杣
と
い
ふ
。
　
槙
売
　
今
九
日
、
諸
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

六
道
に

ま
う
で
、
愼
の
枝
を
買
ひ
、
家
に
帰
り
霊
前
に
お
く
。
俗
、
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か

霊
槙
の
葉
に
乗
り
て
来
た
る
と
い
ふ
。
こ
れ
聖
霊
を
迎
ふ
の
意
也
。
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ

道

は
、
桓
武
天
皇
延
暦
十
三
年
、
長
岡
よ
り
今
の
京
に
遷
ら
せ
給
ふ
時
、

　
　
　
そ
う
し
よ

諸
人
の

茎
所
と
定
め
た
ま
ふ
よ
し
、
『
遷
都
記
』
に
見
え
た
り
。
『
源
氏
』

　
　
き
り
つ
ほ
　
　
こ
う
い
　
ば
う
む

に
、
桐
壼
の
更
衣
を
葬
る
を
た
ぎ
と
い
ふ
所
に
そ
の
さ
ま
い
か
め
し
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
く
し
　
　
　
　
　
　
で
ん
ぎ
や
う

と
書
る
も
此
所
な
り
と
そ
。
本
尊
薬
師
如
来
は
伝
教
大
師
の
作
、
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
よ
み
つ

仏
薬
師
の
そ
の
一
と
い
へ
り
。
　
清
水
千
日
詣
〈
十
日
〉
　
浅
草
四
万

六
千

日
詣
〈
同
日
〉
　
七
月
九
日
よ
り
十
日
に
い
た
り
て
、
清
水
観
音

　
　
　
さ
ん
け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

に

諸
人
参
詣
す
。
夜
に
入
り
て
参
詣
殊
に
多
し
。
今
日
の
参
詣
、
平
日

の

千
度
に

あ
た
る
と
い
ふ
。
江
戸
浅
草
の
観
音
も
同
日
に
し
て
、
或
は

共
に

こ
れ
を
四
万
六
千
日
と
い
ひ
、
或
は
六
万
六
百
四
十
日
に
あ
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ざ

と
い
ふ
。
こ
の
事
、
更
に
本
説
な
し
。
但
、
西
行
の
『
撰
集
抄
』
七
の

　
　
　
　
　
　
い
ひ
く
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
く
わ

十
六

に
、
出
所
謂
悲
華
経
を
引
く
。
し
か
れ
ど
も
今
の
謂
悲
華
経
に
こ

の

文

な
し
。
〇
七
月
十
日
、
四
万
六
千
日
に
む
か
ふ
。
［
観
音
欲
参
記
］

王
子
権
現
祭
〈
十
1
1
1
日
〉
　
（
百
四
十
一
ウ
）
　
神
社
、
武
州
岩
附
領
王

子
村
に

あ
り
〈
江
戸
日
本
橋
よ
り
二
里
余
〉
。
祭
る
所
、
熊
野
三
所
権

　
　
　
　
　
　
ぜ
ん
い

現
也
。
別
当
、
禅
夷
山
東
光
院
金
輪
寺
〈
真
言
宗
、
寺
領
二
百
石
〉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
ん
じ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
ギ
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
そ
う

社
説
に

云
、
文
亀
元
年
勧
　
請
、
寛
永
十
一
年
口
官
よ
り
修
造
を
加

へ
給

ふ
。
毎
年
七
月
十
三
日
、
祭
礼
あ
り
。
寺
中
十
二
坊
よ
り

で
ん

か

く
お
ど
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
ち
う

田
楽
踊
を
出
す
。
そ
の
体
、
甚
古
雅
也
。
法
師
二
人
、
甲
冑
を
着
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
こ
お
ど
り

手
に

長
刀

を
持
チ
、
腰
に
七
本
の
太
刀
を
侃
。
こ
の
外
、
児
踊
等
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
ひ

り
0
乃
チ
七
度
半
の
使
立
て
、
踊
を
は
し
む
。
こ
れ
田
楽
法
師
の

い

ふ

う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
み
た
ま

遺
風
欺
。
又
、
神
代
の
巻
に
、
土
俗
此
神
の
魂
〈
熊
野
〉
を
祭
る
に
は
、
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つ
つ
み
　
　
　
　
　
　
　
は
　
た
　
　
　
も
つ

花
の
時
は
花
を
以
祭
る
、
又
、
鼓
・
笛
・
幡
旗
を
用
て
歌
ひ
舞
て
祭
る
、

　
　
　
　
　
か
た
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
く
わ
ん

と
い
ふ
を
象
れ
り
。
今
日
、
江
戸
及
ヒ
近
在
よ
り
諸
人
参
詣
す
。
志
願

　
　
　
　
　
　
　
ち
く
か
ん
　
　
　
　
　
や
り

あ
る
所
の
者
は
、
竹
竿
を
以
て
鎗
を
造
り
、
こ
れ
を
神
前
に
納
め
、
又
、

　
　
　
　
　
　
　
ち
く
か
ん
さ
う
　
　
こ
ひ
　
　
　
た
つ
さ
へ

社
内
に
あ
る
所
の
竹
竿
鎗
を
請
受
ケ
携
持
て
家
に
帰
る
。
亦
、
当
院

よ
り
、
万
病
妙
応
の
暮
と
い
ふ
神
薬
を
出
す
。
病
苦
あ
る
者
は
こ
れ

　
こ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し

を
請
て
用
る
に
大
に
験
あ
り
と
い
ふ
。
こ
の
辺
す
べ
て
春
遊
の
地
也
。

あ
す
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ま
　
ぶ
　
き

飛
鳥
山
さ
く
ら
多
く
、
滝
野
川
〈
崖
弁
才
天
〉
茶
靡
花
に
名
あ
り
。
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
や
　
く
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
も
と

動
の
瀧
は
成
就
院
の
境
内
に
あ
り
て
、
石
神
井
川
は
王
子
山
の
埜
を
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
い
き
よ
　
　
　
　
　
い
と
ま

る
。
梶
原
塚
、
犬
追
物
の
地
、
枚
挙
す
る
に
逞
あ
ら
ず
。
（
百
四
十
二

　
　
　
お
ど
り

オ
）
　
踊
躍
　
念
仏
お
ど
り
、
題
目
踊
、
畑
冒
、
伊
勢
踊
、
桐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
う
し
じ
ゆ
ん
　
　
　
　
　
　
　
き
　
か

曾
踊
、
小
町
お
ど
り
。
王
子
醇
、
は
じ
め
熈
可
を
平
げ
、
軍
士
に
を
し

　
　
か
　
こ
　
き
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
じ
ゆ
ん
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ち
ん

へ
て

語
鼓
戯

を
な
し
、
遂
に
世
に
甚
行
は
る
。
子
醇
、
西
人
と
対
陣
せ

　
　
　
ぐ
ん
し
　
　
　
　
　
め
い
　
　
お
ど
り
　
　
　
　
　
　
　
た
い

し
時
、
軍
士
百
余
人
に
命
じ
て
語
戯
を
な
さ
し
め
、
隊
に
軍
前
に
出
ツ
。

り
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
や
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
こ
　
き

虜
、
見
て
驚
き
愕
く
。
遂
に
こ
れ
を
撃
破
る
。
注
に
云
、
認
鼓
戯
は
、

　
　
　
ざ
つ
け
き
　
　
　
　
　
　
　
て
う
た
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

楽
人
、
雑
劇
を
な
し
て
跳
躍
す
る
也
。
世
人
、
皆
こ
れ
に
効
ふ
。
［
書

　
　
　
　
　
お
ど
り
　
は
じ
め
か

言
古
事
］
是
躍
の
権
輿
欺
。
○
本
朝
の
俗
、
七
月
十
四
日
よ
り
晦
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
と
う

に

い

た

り
、
毎
夜
、
大
人
・
小
児
街
頭
に
踊
躍
を
催
し
、
或
は
夜
中
、

ど

う
れ
つ

同
列
し
て
相
知
る
と
こ
ろ
の
家
に
到
り
、
大
に
踊
を
な
す
。
こ
れ
を
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
け

お
ど

り
と
い
ふ
。
そ
の
か
け
ら
る
＼
所
の
家
、
ふ
た
＼
び
踊
を
催
し
て
、

　
　
　
む
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
き
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
は
つ

こ
れ
に
酬
ふ
。
こ
れ
を
返
し
踊
と
い
ふ
。
そ
の
歌
曲
を
は
し
め
に
発
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く
ほ
く

る
者
を
、
す
べ
て
音
頭
と
称
す
。
○
念
仏
踊
は
、
洛
北
川
合
村
、
一
乗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な

寺
村
に
あ
り
。
念
仏
を
唱
へ
て
踊
を
な
す
也
。
○
題
目
お
ど
り
は
、
洛

　
し
ゆ
か
く
じ
　
　
　
　
　
　
　
そ
ん
ち
う
　
ろ
う
う
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な

北
修
学
寺
村
に
あ
り
。
邨
中
の
老
嬬
、
法
花
の
題
目
を
唱
へ
、
踊
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
そ
の

す

也
。
松
か
崎
、
又
同
し
。
○
燈
籠
お
ど
り
は
、
洛
北
、
岩
倉
・
花
園

　
　
　
　
む
す
め
　
　
と
う
ろ
う
　
か
し
ら
い
た
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
ま
り

の

両
村
の
少
女
、
大
燈
籠
を
頭
に
戴
き
、
八
幡
の
社
前
に
聚
、
（
百
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
え

十
ニ
ウ
）
男
子
、
太
鼓
を
鳴
ら
し
笛
を
吹
て
、
踊
を
す
s
む
。
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
ゴ
　
　
　
　
と
う
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
く
り

燈
籠
お

ど
り
と
い
ふ
。
戴
く
処
の
頭
上
の
灯
籠
、
踊
を
な
す
の
機
関
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
ぞ
う
　
　
　
た
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

り
o
女
子
の
家
々
、
春
初
よ
り
こ
れ
を
製
造
し
、
迭
に
そ
の
摸
様
を
秘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ん
か
ん

す
と
い
ふ
。
○
小
町
お
と
り
は
、
小
街
踊
也
。
或
説
に
、
今
江
戸
民
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た

の

女
児
、
十
人
或
は
廿
人
相
つ
ら
な
り
て
、
且
ツ
歌
ひ
且
ツ
は
し
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
ど

是
小
町
踊
也
と
い
へ
り
。
○
伊
勢
お
ど
り
は
、
世
に
い
ふ
松
坂
音
頭
也
。

o
木
曾
お
ど
り
は
、
地
名
に
よ
り
て
名
つ
く
。
そ
の
外
、
紀
州
の
斉
家
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
ひ
　
　
　
　
　
え

洛
北
の
閨
瑚
等
、
都
鄙
習
ひ
得
る
と
こ
ろ
に
よ
り
て
、
各
そ
の

　
　
　
　
ば
い
き
よ
　
　
　
　
　
い
と
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
つ
た
い
　
　
　
　
　
　
　
わ
う
ら
い

名
あ
り
。
枚
挙
す
る
に
逞
あ
ら
す
。
　
摂
待
　
門
茶
　
往
来
の
人
に
茶

　
　
ほ
ど
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
に
　
　
　
　
　
　
そ
う
き
や
う
で
ん

湯

を
施
す
な
り
。
摂
待
の
名
は
、
『
仏
祖
統
記
』
十
八
宗
暁
伝
、
又

　
　
　
　
せ
ん
し
あ
ん
で
ん
　
　
　
　
　
　
へ
き
が
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
こ
し

同
書
廿
九
銭
止
庵
伝
、
及
ひ
『
碧
巌
』
第
三
に
も
見
え
た
れ
は
、
唐
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
ろ
う

に

も
あ
る
こ
と
也
。
　
燈
籠
　
高
灯
籠
、
捌
畑
劃
、
切
劃
、

　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
り
こ

舞司
韻
。
灯
籠
を
禁
裏
に
献
せ
ら
る
。
十
四
日
、
殿
上
の
燭
韻
を
、

ま
は
り
　
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
か
ゴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う

諸
人
許

さ
れ
て
御
庭
に
入
り
て
、
こ
れ
を
窺
ひ
見
る
。
凡
、
中
元
に
灯

ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
　
せ
い
じ

籠
を
み
る
こ
と
、
寛
喜
前
後
に
起
り
て
、
今
に
到
り
相
続
て
歳
事
と
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
か
ん

定
家
卿
『
明
月
記
』
に
云
、
近
年
民
（
百
四
十
三
オ
）
間
、
長
竿
を
建

　
　
　
　
う
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
　
　
　
　
　
　
　
て
う
　
と
も
し
　
あ
げ
　
　
　
お
ち
こ
ち

て
、
そ
の
末
梢
に
灯
籠
を
設
け
、
紙
を
貼
し
灯
を
挙
て
、
遠
近
と
も
に

こ
れ
を
見
る
。
流
星
に
似
た
り
、
云
云
。
○
宋
の
初
に
、
中
元
・
下
元
、

　
と
う
　
　
　
は

皆
燈
を
張
る
こ
と
、
上
元
の
例
の
如
し
。
太
宗
、
淳
和
年
中
始
て
こ
れ

　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
　
　
は
り

を
罷
む
。
［
五
雑
組
］
本
邦
の
俗
、
中
元
の
夜
、
家
々
燈
を
張
て
、
廿

　
　
な
い
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
そ
う

四

日
乃
至
晦
日
に
到
る
。
或
は
朔
日
よ
り
淵
日
に
到
る
も
あ
り
。
新
葬
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ち
や
う
ち
ん

の

家
に
は
、
白
き
挑
灯
を
出
す
も
あ
り
。
三
年
の
後
、
は
じ
め
て
又

　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な

灯
籠
を
張
る
。
高
灯
籠
は
、
寺
院
に
於
て
、
光
明
真
言
四
十
九
返
唱
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く

加
持

し
て
、
燈
籠
に
も
お
な
じ
く
真
言
を
書
。
こ
の
光
を
得
る
所
は
真

　
　
く
ど
く
り
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
つ
ど

言
の
功
徳
力
を
以
成
仏
す
る
と
い
ふ
。
真
言
の
四
十
九
返
は
、
卒
土
の

　
　
　
　
か
た
ど
　
　
　
め
い
ど
や
み
て
　
　
ほ
う
れ
い
ま
よ
ひ

四
十
九
院
に

象

る
也
。
こ
の
光
、
冥
途
の
闇
を
照
ら
し
て
、
亡
霊
の
迷

を
は
ら
す
と
そ
。
　
盆
前
　
草
市
　
閨
売
、
麻
か
ら
売
、
讃
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
わ
　
　
　
　
　
か
い
ら
き

盆
市

　
京
の
俗
、
太
鼓
、
団
扇
、
大
小
の
木
刀
、
加
伊
良
木
、
三
尺
手

　
　
き
ど
く
　
　
　
　
　
　
ひ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
お
ど
り

拭
、
奇
特
頭
巾
、
作
り
髭
、
金
銀
箔
の
紋
所
等
を
売
る
。
こ
れ
盆
躍

　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
り
こ
　
　
　
　
　
だ
い
　
　
　
　
ほ
う
づ
き

必

要
の
具
也
。
又
盆
前
、
載
子
灯
籠
、
台
灯
籠
、
金
灯
籠
、
草
挑
灯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
め
ん

を
売
る
。
こ
れ
皆
、
中
元
の
夜
点
ず
る
所
也
。
又
、
索
麹
、
（
百
四
十

三

ウ
）
根
米
、
茄
子
、
昏
小
亘
、
空
静
梨
子
、
蕊
翫
硫
、
慶
賎
蝶
、

は

す
の
は
　
　
あ
さ
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
も
　
む
し
ろ

荷
葉
、
麻
拘
、
大
小
の
土
器
、
真
菰
の
莚
、
同
縄
、
杉
の
葉
、
篠
竹
、

く
き
や
う
ぜ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
こ
う
　
　
ま
つ

供
饗
膳
、
破
子
、
か
ん
な
か
け
、
茶
碗
、
水
鉢
、
香
炉
、
線
香
、
抹
香
、

　
　
　
　
し
き
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
れ
う
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
め
い

草
花
、
樒
等
を
売
る
。
民
間
聖
霊
会
の
処
用
也
。
十
三
日
の
未
明
、

　
　
　
ち
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ど
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
ひ
ん

江
戸
の

巷
口

便

り
よ
き
所
に
商
人
集
ひ
来
り
、
件
の
諸
品
を
売
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
そ

れ
を

剖
u
祠
と
い
ふ
。
諸
人
競
ふ
て
買
ふ
。
巳
の
剋
に
到
り
て
、
始
メ
て

　
　
や
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
う

市
を
罷
。
　
中
一
兀
〈
十
五
日
〉
　
修
行
記
に
云
、
七
月
中
元
は
大
広
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ

月
O
道
書
に
云
、
七
月
中
元
の
日
、
地
官
下
り
降
り
、
人
間
の
善
悪
を

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね
　
　
　
　
　
　
　
け
い

定
む
。
諸
大
聖
、
普
く
宮
中
に
詣
し
、
道
士
、
そ
の
日
夜
に
於
て
経
を

じ
ゅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い
へ
ん
　
　
ろ
く
　
　
　
　
が
　
き
　
　
し
う
と

請
し
、
十
方
の
大
聖
、
ひ
と
し
く
霊
篇
を
録
し
、
餓
鬼
・
囚
徒
と
も
に

り
ん
だ
つ
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う

鱗
脱
を

得
。
○
道
経
に
、
正
月
望
を
以
テ
上
元
と
し
、
七
月
望
を
中
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う

と
し
、
十
月
望
を
下
元
と
す
。
遂
に
三
元
・
1
1
1
｛
n
n
　
・
大
帝
の
称
あ
り
。

　
ぞ
く
も
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か

是
俗
妄
の
甚
し
き
な
り
。
［
五
雑
組
］
　
迎
ひ
火
　
七
月
十
三
日
の

は

く
ほ
　
　
と
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か

薄
暮
、
都
鄙
と
も
に
聖
霊
を
迎
ふ
の
義
あ
り
。
此
と
き
、
門
前
に
必
ス

あ
さ
か
ら
　
た
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
く

麻
栢
を
焚
。
こ
れ
を
迎
火
と
い
ふ
。
十
六
日
の
夕
、
又
送
り
火
を
焚
。

　
み
ん
　
　
も
つ
と
も
　
　
　
　
　
お
も
ん
　
　
　
　
　
　
　
ち
よ
は
く
め
い
い
　
　
ぐ
　
　
ま
う

o
閲
人
最
中
元
を
重
ず
。
家
々
猪
陪
冥
衣
の
具
を
設
け
、
先
人
の

こ

う
い
つ
ら
た

号
位
を
列
ね
祭
て
こ
れ
を
i
g
く
o
　
（
百
四
十
四
オ
）
女
家
則
チ
、
父
母

　
く
わ
ん
ふ
く
ほ
う
し
や
く
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
　
　
て
い
　
　
つ
く
る
も
の
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
し
や

の

冠

服

抱

笏
の

類

を
具
し
、
皆
紙
に
為
者
こ
れ
を
籠
る
に
紗
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
こ
　
　
か
は

す
。
こ
れ
を
紗
箱
と
い
ふ
。
父
母
の
家
に
送
る
、
女
死
す
れ
は
婿
亦
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
し
ん
つ
ら
ね
ま
う
く
　
　
　
　
　
　
げ
ん

り
て
送
る
。
甫
中
に
到
る
と
き
は
則
チ
、
清
農
陣
　
設
る
こ
と
甚
厳
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
じ
よ
う
け
い
せ
つ
　
　
　
　
　
　
み
ち
び

子
孫
冠
服

を
具
し
、
揖
譲
馨
折
し
て
神
を
導
き
、
以
入
る
。
祭
畢
り

　
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
ヵ
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ら
ほ
ん
　
　

て
復
送

り
て
、
こ
れ
を
出
す
、
云
云
。
［
五
雑
組
］
　
孟
蘭
盆
　
盆
会
、

　
　
　
せ
い
め
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
け
　
　
　
　
　
　
　
ち
よ
く

錨
供
。
斉
明
天
皇
三
年
七
月
、
始
て
孟
蘭
盆
会
を
設
、
同
五
年
、
勅
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ら
ほ
ん

て

『干皿

蘭
盆
経
』
を
諸
国
に
下
し
講
ぜ
し
む
o
　
［
日
本
紀
］
干
皿
蘭
盆
は
、

　
　
　
　
　
　
の
べ
　
　
　
　
　
　
む
く
　
　
　
　
　
　
　
す
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
く
れ
ん

是
釈
氏
の
孝
を
述
、
恩
を
報
ひ
、
苦
を
救
ふ
の
要
た
り
。
目
蓮
の
母
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
ん
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ぷ
　
　
　
た
う
け
ん

す
く
ふ
を
以
始
と
す
。
梵
語
に
は
孟
劇
、
此
に
は
倒
懸
と
い
ふ
。
劃
は

　
　
う
つ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
く
　
　
　
　
　
が
き

此
方
の
z
z
也
o
　
［
釈
氏
要
覧
］
目
蓮
比
丘
、
そ
の
母
の
餓
鬼
中
に
生
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
り
　
ゆ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
き
や
う
　
　
し
よ
く

る
を
見
て
、
則
チ
鉢
を
以
飯
を
盛
、
往
て
そ
の
母
に
餉
す
。
食
い
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
く
わ
　
　
　
く
わ
だ
ん
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

口

に

入

ら
ず
、
化
し
て
火
炭
と
な
る
。
終
に
食
ふ
こ
と
を
得
ず
。
目
蓮
、

　
　
さ
け
　
　
　
は
せ
か
へ
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
み
お
も

大
に

叫
び
て
馳
還
り
、
仏
に
白
す
。
仏
の
日
、
汝
が
母
罪
重
し
。
汝
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

人
の

力
、
い
か
に
と
も
す
る
所
に
あ
ら
ず
。
当
に
十
方
の
衆
僧
の

い

し
ん
り
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

威
神
力
を
も
と
む
べ
し
。
七
月
十
五
日
に
到
り
、
当
に
七
代
の
父
母
、

げ

ん

ざ
い
　
　
　
　
　
　
　
や
く
な
ん

現
在
の
父
母
、
厄
難
中
に
あ
る
も
の
＼
為
に
、
百
味
（
百
四
十
四
ウ
）

　
く
わ
　
　
そ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
よ
う

五
菓
を
具
へ
て
、
以
盆
中
に
着
て
十
方
の
大
徳
を
供
養
す
べ
し
。
仏
、

　
　
　
ち
よ
く
　
　
　
　
せ
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
ぐ
わ
ん

衆
僧
に
勅
し
て
、
皆
施
主
の
為
に
七
代
の
父
母
を
呪
願
し
、
禅
定
の

　
　
　
お
こ
な
は

意
を
行
し
め
、
し
か
し
て
後
、
食
を
受
よ
と
。
こ
の
時
、
目
蓮
の
母
、
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こ
う
　
　
　
　
く
　
だ
つ
　
　
　
　
　
　
　
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う

一
劫
餓
鬼
の
苦
を
脱
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
目
蓮
、
仏
に
白
す
、
永
く

ら
い
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
じ
ゆ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
　
　
　
　
　
し
か

来

世
の
仏
弟
子
、
孝
順
を
行
ふ
者
、
又
孟
蘭
盆
会
を
奉
じ
て
、
爾
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し

る
こ
と
を
得
さ
し
む
へ
し
。
可
な
ら
ん
や
。
仏
の
言
ク
、
大
に
善
。
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
し
よ
く
　
　
　
　
　
　
な
い
し
　
　
　
　
　
き
ざ

に

後
代
の
人
、
こ
れ
に
因
て
、
広
く
華
飾
を
な
す
。
乃
、
木
を
刻
み
、

　
　
わ
り
　
い
か
つ
せ
ん
し
　
く
わ
く
　
か
た
ち
　
　
　
　
こ
う
く
　
　
　
き
は
む

竹
を
割
、
飴
鶴
煎
糸
、
花
果
の
形
を
な
し
、
工
巧
の
妙
を
極
る
に
至
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
れ
う

［事
文
類

聚
］
［
孟
蘭
盆
会
］
　
聖
霊
ま
つ
り
　
翼
、
魂
棚
、
聖
劃

棚
、
棚
経
、
盆
の
p
m
o
　
O
十
四
日
よ
り
十
六
日
に
い
た
り
て
、
家
々
棚

　
は
り
　
　
　
　
　
　
　
い
は
い
　
　
つ
ら

を
張
、
先
人
の
位
牌
を
列
ぬ
。
こ
れ
を
魂
棚
と
も
劃
劃
棚
と
も
い
ふ
。

　
　
た
ま

そ
の
霊
を
ま
つ
る
を
霊
祭
と
も
い
ひ
、
又
天
聖
霊
祭
と
も
い
ふ
。
そ
の

　
　
は
ん
き
　
　
く
ぎ
や
う
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
せ
　
　
く
わ
べ
い

式
、
飯
器
を
公
卿
台
・
破
子
’
か
ん
な
か
け
に
載
、
菓
餅
香
花
を
供
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
す
の
は
　
　
　
　
　
　
　
し
き
　
　
み
そ
は
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
そ
ト

て
、
こ
れ
を
祭
る
。
又
荷
葉
を
鉢
中
に
布
、
鼠
尾
草
を
以
水
を
灌
き
、

か

ん

き
ん
　
　
　
れ
い
ゐ
　
　
は
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ふ

看
経

し
て
霊
位
を
拝
す
。
そ
の
鉢
を
謂
て
水
向
鉢
と
い
ふ
。
そ
の
家
の

　
　
　
そ
う
と
　
　
　
　
　
は
い
ぜ
ん
　
じ
ゆ
き
や
う

宗
門
の
僧
徒
来
り
て
、
牌
前
に
請
経
す
。
（
百
四
十
五
オ
）
こ
れ
を
棚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
げ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
き
や
う
だ
い

綱
と
い
ふ
。
京
の
俗
の
方
言
に
、
盆
中
用
る
所
の
三
方
台
を
公
卿
台
と

　
　
　
　
へ
　
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
じ
よ
う
せ
い

い

ひ
、
倍
木
を
か
ん
な
か
け
と
い
ふ
。
○
謝
肇
澗
云
ク
、
干
皿
蘭
盆
会

　
　
　
　
　
　
　
が
こ
く
　
　
お
ち
い
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
　
　
　
　
く
ど
く
　
ま
う

は
、
目
蓮
の
母
、
餓
獄
中
に
陥
る
の
故
に
、
因
て
こ
の
功
徳
を
設
け
、

も
ろ
ノ
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
ぞ

諸

の

餓
鬼

を
し
て
一
切
食
を
得
さ
し
む
o
人
の
祖
考
、
そ
の
天
堂
に

の
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

登

り
、
極
楽
世
界
に
生
ず
る
こ
と
を
望
ず
、
餓
鬼
を
以
こ
れ
に
期
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
す
　
　
　
　
　
た
ま

思
は

ざ
る
こ
と
甚
し
。
［
五
雑
組
］
ま
ざ
く
と
在
が
如
し
霊
ま
つ
り
、

　
　
　
　
い
き
み
た
ま
　
　
は
す
　
　
い
ひ
　
　
さ
し
さ
ば

季
吟
。
　
生
御
霊
　
荷
の
飯
　
刺
鯖
　
文
明
八
年
七
月
十
一
日
に
云
、

参
内
、
若
宮
方
公
卿
方
以
下
、
有
二
御
祝
之
儀
べ
い
き
み
た
ま
、
云
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
い
き
み
た
ま

［親
長
卿
日
記
］
生
御
霊
と
い
ふ
こ
と
、
文
明
の
前
の
頃
よ
り
は
じ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
し
や
　
　
れ
い
こ
ん

り
た
る
と
見
ゆ
。
七
月
の
盆
に
、
亡
者
の
霊
魂
を
ま
つ
る
よ
り
し
て
、

げ

ん

ざ
い

現
在
の
父
母
、
兄
姉
な
ど
の
生
御
霊
を
祝
ふ
ご
s
ろ
也
。
○
本
朝
の
俗
、

　
　
　
　
　
　
い
け
　
　
　
　
　
　
く
よ
う
　
　
　
　
　
　
い
き
み
た
ま

七
月
に
な
れ
は
生
る
二
親
を
供
養
し
て
、
生
身
魂
と
名
つ
く
。
是
も
孟

　
　
　
　
し
ゆ
き
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が
は

蘭
盆

会
の
修
行
也
。
盆
経
に
云
、
願
く
は
現
在
の
父
母
を
し
て
、
寿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
な
う
　
う
れ

命
百
年
、
病
な
く
一
切
苦
悩
の
患
ひ
な
か
ら
し
め
ん
、
云
云
。
是
七
月

　
　
　
　
　
じ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
　
　
ほ
つ
く
わ
ん

十
五
日
、
僧
自
恣
の
日
、
現
在
の
父
母
、
寿
命
長
久
を
祈
る
、
発
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

の

文
也
。
［
閑
窓
倭
筆
］
○
讃
を
清
（
百
四
十
五
ウ
）
批
の
霊
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く

　
　
　
　
　
し
ん
せ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
き
み
た
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
す

に

供

じ
、
又
親
戚
の
家
に
贈
る
。
こ
れ
を
生
霊
祭
と
名
つ
く
。
荷
の
葉

　
　
む
せ
　
　
も
ち
い
ひ
　
　
つ
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
く

ヲ
以
蒸
る
精
飯
を
包
み
、
観
音
艸
を
以
こ
れ
を
縛
す
、
仏
名
に
よ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
い
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
シ

の

欺
。
［
和
三
］
七
月
十
五
日
前
に
、
人
家
各
嬬
飯
を
荷
葉
に
墨
み
、

さ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が
い

鯖

を
そ
の
上
に
載
て
、
親
戚
の
問
、
互
に
相
贈
り
て
こ
れ
を
祝
ふ
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
ば
　
　
し
や
う

れ

を
蓮
の
飯
と
い
ふ
。
こ
の
月
、
も
つ
は
ら
鯖
魚
を
賞
す
。
鯖
魚
一
双

　
　
さ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
し
は
さ

を
一
挿
と
い
ふ
。
一
魚
頭
を
以
一
魚
頭
の
内
に
挿
む
、
故
に
刺
鰯
と

　
　
　
　
は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
て
　
こ
　
ド
つ
　
　
　
レ
か
ん
　
ほ

い

ふ
o
　
墓
参
　
七
月
朔
日
よ
り
十
五
日
に
到
り
て
、
各
祖
考
の
墳
墓

　
　
　
　
　
　
も
ろ
こ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
そ
う

に

詣

る
也
。
是
唐
山
の
人
、
晴
明
の
日
、
上
墳
祭
掃
の
礼
に
同
じ
。
O

r源
の

順
家
集
』
に
、
七
月
十
五
日
ぼ
む
も
た
せ
て
山
寺
に
ま
う
つ
る

所
、
け
ふ
の
為
を
れ
る
蓮
の
葉
を
ひ
ろ
み
露
お
く
山
に
我
は
き
に
け
り
、

　
　
　
ま
　
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
ト

　
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
カ

是
盆
の

墓
参
也
。
○
伊
賀
の
古
里
に
て
、
家
は
み
な
杖
に
し
ら
が
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
と
う

か

参
、
は
せ
を
。
　
三
井
寺
女
詣
〈
十
五
日
〉
　
江
州
長
等
山
崇
福
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
じ
ゃ
う
じ

〈
又
蓮

福
寺
〉
地
福
院
は
、
大
津
の
側
に
あ
り
。
園
城
寺
、
又
三
井

　
　
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
よ
え
ん
　
と
な
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
が
ん
　
　
れ
い

寺
と
称
す
。
園
城
寺
は
御
園
に
隣
を
以
名
と
し
、
三
井
寺
は
西
巌
に
霊

せ
ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

そ
く
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り

泉
あ
り
。
天
智
・
天
武
・
持
統
、
三
帝
即
位
の
時
、
こ
の
井
の
水
を
掲

　
よ
く
た
う
　
た
て
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
　
　
み

て
浴
湯
に

献

る
。
（
百
四
十
六
オ
）
因
て
三
井
と
い
ひ
、
後
改
て
三
井

　
　
　
　
　
　
く
わ
う
　
よ
く
せ
い
　
り
う
げ

に

作

る
。
是
三
皇
の
浴
井
、
竜
華
三
会
の
義
也
。
こ
の
寺
、
平
日
女
人
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け
つ
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

結
界
の
山
也
。
ロ
ハ
七
月
十
五
日
、
女
人
の
参
詣
を
許
し
登
山
せ
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
し
よ
う
　
　
　
ゑ
ん
ち
ん
　
　
か
い
き
　
　
　
　
　
　
げ
が
き
お
さ
め

こ
れ
を
女
詣
と
い
ふ
。
当
山
は
智
証
大
師
円
珍
の
開
基
也
。
　
夏
書
納

ふ

つ

し
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
し
ゆ
ん

仏
者
、
四
月
十
六
日
よ
り
七
月
十
六
日
に
至
り
、
一
夏
九
旬
の
間
、

　
　
く
わ
ゑ
き
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
き
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
き
う
つ
　
　
　
　
げ

他
の
化
益
の
為
に
、
聖
　
経
及
ヒ
名
目
・
題
目
を
書
写
し
、
夏
終
る
の

　
　
　
　
　
ど
う
た
う
が
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
、
こ
れ
を
堂
塔
伽
藍
に
納
め
、
三
界
万
霊
に
回
向
す
。
こ
れ
を
夏
書

　
　
　
　
　
ぞ
く
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
　
　
　
　
　
げ
げ
さ
う
　
　
　
　
　
　
　
か
い
げ

納
と
い
ふ
O
俗
子
も
又
、
こ
れ
に
効
ふ
。
　
夏
解
草
　
僧
尼
、
解
夏
の

　
　
い
と
　
　
　
い
ん
　
　
つ
か
　
　
　
だ
ん
え
づ
　
　
お
く

日
、
繰
を
以
苗
を
束
ね
て
檀
越
に
遺
る
、
こ
れ
を
夏
解
草
と
い
ふ
。
今

　
　
　
　
つ
ま
ひ
ら
か
　
　
　
　
　
　
　
　
す
で

こ
の
草
を
詳
に
す
る
に
、
已
に
五
分
法
身
の
座
と
す
。
故
に
吉
祥
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ん

と
名
つ
く
。
［
釈
氏
要
覧
］
四
時
、
一
色
泉
石
の
下
に
生
ず
。
山
邨
の

　
　
　
か
め
　
さ
し
は
さ
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
す
い

人
、
以
瓶
に
挿
み
て
視
る
。
先
に
蔭
宇
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
葱
翠
に

　
　
し
ほ

し
て
凋
ま
ず
。
家
に
吉
事
あ
れ
は
お
の
つ
か
ら
花
を
開
く
。
故
に
吉
祥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん

草

と
名
つ
く
。
［
潭
州
府
志
］
節
は
伊
刃
ノ
反
、
音
印
、
草
の
名
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
く
も
ん
ど
う

［字
彙
］
『
大
和
本
草
』
に
云
、
副
鯛
草
は
麦
門
冬
の
大
な
る
者
な
り
。

す
い
と
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
う
ば
く

水
灯
会

〈十
六
日
〉
　
城
州
宇
治
郡
太
和
田
、
黄
蘂
山
万
福
寺
に
あ
り
。

　
　
　
く
わ
じ
ん
　
　
　
い
ん
げ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぜ
ん
し

当
寺
は
華
人
黄
秦
隠
元
（
百
四
十
六
ウ
）
埼
禅
師
、
明
暦
中
の
建
立
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
じ
き

今
夜
、
宇
治
川
の
船
中
に
て
こ
れ
を
修
す
。
水
中
施
食
の
法
事
也
。
そ

　
　
　
　
　
そ
う
　
な
ら
べ

の

式
、
船
二
艘
を
双
、
申
の
剋
斗
に
岡
屋
の
前
に
出
、
先
ツ
流
レ
に

さ
か
の
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
だ
い
　
　
て
ん

源
り
て
、
宇
治
橋
の
下
に
到
り
、
暮
に
及
て
船
中
数
介
の
灯
台
を
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
　
　
　
　
　
　
　
は
い
　
　
　
　
　
く
も
つ

じ
、
僧
徒
左
右
に
座
を
列
ね
、
七
如
来
の
牌
を
安
し
、
供
物
を
備
へ
、

　
　
　
じ
ゆ
　
　
　
お
ん
け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
ひ

経
巻

を
諦
し
、
音
磐
を
う
ち
て
流
レ
に
随
て
下
る
。
し
か
し
て
後
、

　
　
　
　
こ
　
　
と
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
　
さ
ん
ら
ん

三
百
六
十
介
の
燈
を
宇
治
川
に
浮
べ
、
流
レ
に
随
ひ
、
水
に
順
ひ
散
乱

　
　
　
　
あ
た
か
も
け
い
く
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

せ

し
む
。
恰
蛍
火
の
如
し
。
そ
の
灯
、
白
紙
を
以
小
蓮
花
を
造
り
、

　
　
が
い
し
ん
　
　
た
つ
　
　
　
　
　
し
ゆ
く
が
い
　
　
え
ん
せ
う
　
　
　
　
に

内
二
文
心
を
竪
。
そ
の
熟
文
は
焔
硝
を
以
煮
る
。
火
を
そ
の
末
に
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ん
こ

じ
た
れ
は
、
或
は
流
レ
に
し
た
が
ひ
、
伏
見
豊
後
橋
の
下
に
到
る
も
の

　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
か
や

あ
り
。
僧
徒
、
亥
の
刻
ば
か
り
に
岡
屋
の
前
に
帰
る
。
○
南
国
の
風
俗
、

　
　
　
　
　
い
へ
く
　
か
ん
は
ん
　
そ
な
　
　
さ
い
ぐ
　
　
　
　
つ
ら
ね
　
　
　
と
う
く

中
元
の
夜
、
家
戸
各
葵
飯
を
旦
ハ
へ
、
斎
供
を
門
前
に
羅
、
或
は
堀
藺
の

　
　
し
よ
う
ぽ
う
　
　
や
　
き
　
　
し
ゆ
く
き
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
ひ
　
す
い
と
う
　
　
　
　
　
　
　
さ
へ

所
、
傷
亡
の
野
鬼
を
祝
祀
し
畢
り
て
、
随
て
水
燈
三
十
六
を
捧
げ
、

　
　
　
　
　
　
う
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
　
し
と
う

流
水
に
向
ヒ
て
浮
め
去
る
。
名
つ
け
て
度
孤
と
い
ふ
。
燈
は
紙
燈
な
り
。

　
　
　
　
　
　
お
く
り
び
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
せ
び
た
く

［月
令
広
義
］
　
照
冥
　
［
熈
朝
盛
事
］
　
施
火
燈
　
大
文
字
の
火
、

鳥
居
火
、
船
形
の
火
、
法
妙
の
I
K
O
　
O
七
月
十
六
日
、
今
夜
東
（
百
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
き
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
　
　
　
　
　
　
　
じ
く
わ
く

十
七

オ
）
山
浄
土
寺
の
山
上
、
薪
を
以
大
字
を
点
ず
。
こ
の
字
画
、

ほ

ん

ひ

つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん
し
や
う
　
　
　
　
　
え
ん
ほ
う

凡
筆
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。
伝
へ
い
ふ
、
室
町
家
繁
昌
の
日
、
遠
望

ゆ

う
く
わ
ん

遊

観
の

為

こ
れ
を
点
ぜ
し
む
o
故
に
一
条
通
を
正
面
と
す
と
。
一
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ん
せ
ん

に
、
延
徳
元
年
七
月
〈
十
六
日
〉
、
相
国
寺
〈
小
補
軒
〉
横
川
和
尚
始

　
ナ
ス
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
ひ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
き
ざ

て

作
レ
之
o
是
将
軍
義
尚
追
悼
ノ
為
也
。
凡
、
こ
の
月
六
日
よ
り
薪
を

き伐

り
、
点
火
す
る
に
到
り
て
、
そ
の
事
に
預
る
も
の
数
十
家
あ
り
。
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
な

日
申
の
刻
、
各
伐
り
乾
と
こ
ろ
の
薪
木
を
担
ひ
、
山
上
に
登
る
。
凡
、

　
　
　
　
　
く
わ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
た
て
　
た
き
べ
　
　
つ
む

大
文
字
一
画
、
長
サ
百
五
十
間
余
、
五
尺
斗
を
隔
て
薪
木
を
積
こ
と
一

す
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
つ

堆
、
そ
の
数
四
百
八
十
余
所
。
各
薪
を
積
終
り
て
後
、
日
の
没
す
る
を

待
て
、
同
時
に
火
を
点
す
。
こ
の
外
、
北
山
松
か
崎
に
妙
法
の
火
を
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
ご

じ
、
船
岡
山
に
は
船
の
形
の
火
を
点
じ
、
愛
宕
山
に
は
鳥
居
形
の
火
を

　
　
　
ら
く
ぐ
わ
い
　
　
　
　
　
さ
ん
が
く
　
　
　
　
　
け
ん
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
あ
さ
　
　
え
だ

点

す
。
洛
外
所
々
の
山
岳
、
井
に
原
野
諸
人
集
り
て
、
枯
麻
の
條
、

し
き
み
　
　
　
　
わ
り
ご
　
　
く
ぎ
や
う
だ
い
　
　
　
　
　
　
た

樒
の
枝
、
破
子
、
公
卿
台
の
類
を
煉
く
。
こ
れ
を
劉
火
と

い

ひ
、
又
施
火
と
い
ふ
。
　
経
木
流
〈
十
六
日
〉
　
摂
州
四
天
王
寺
の

　
そ
う
ぽ
う

東
僧
坊
の
前
に
、
亀
井
の
水
あ
り
。
本
名
白
石
玉
手
の
水
と
い
ふ
。
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
で
　
　
　
　
　
　
　
　
す
い
ば
ん

か

し
白
河
法
皇
の
上
東
門
院
、
当
寺
に
詣
し
時
、
そ
の
水
盤
に
亀
の
形
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あ
る
を
見
て
、
白
石
玉
手
の
水
を
も
つ
て
（
百
四
十
七
ウ
）
亀
井
の
水

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ロ
つ

と
詠
ず
。
こ
れ
そ
の
号
の
起
る
と
こ
ろ
な
り
。
『
新
古
今
』
、
濁
な
き
亀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
り

井
の
水
を
結
び
あ
げ
て
心
の
塵
を
す
s
ぎ
つ
る
哉
。
七
月
十
六
日
、
世

　
　
き
や
う
し
よ
た
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
む
け

俗
、
経
書
堂
に
於
て
経
木
の
表
に
法
名
を
記
シ
、
こ
の
水
を
手
向
て

　
　
　
と
む
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
　
　
　
　
　
こ
う
だ
う

霊
魂

を
吊
ふ
。
〔
摂
陽
群
談
］
昔
は
月
毎
に
六
斎
の
日
、
講
堂
に
於
て

　
　
じ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
み
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
こ
う

経

を
諦
し
、
参
詣
の
戒
名
を
名
帳
に
記
し
、
回
向
せ
し
と
い
ふ
。
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
い
　
ほ

泉
式
部
参
詣
の
と
き
、
名
を
名
簿
に
し
る
し
て
詠
る
歌
、
梓
弓
は
つ
る

べ

し
と
は
思
へ
ど
か
ね
て
な
き
身
の
か
す
に
入
る
か
な
。
今
の
経
木
は

　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
い

こ
の
名
簿
の
遺
意
に
や
。
○
江
戸
の
僧
俗
、
七
月
盆
中
、
船
中
に

じ
ゆ
き
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

請
経
し
、
経
木
に
志
す
所
の
戒
名
を
記
さ
し
め
、
こ
れ
を
流
水
中
に

と
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
が
き
つ
う
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
よ

投

す
。
こ
れ
を
川
施
餓
鬼
と
い
ふ
。
是
、
施
餓
鬼
通
覧
の
本
文
に
握
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

隅驚
殻
捻
濫
鷲
詞
簿
講
口
驚
毅
靱

　
　
　
そ
う
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ト
　
し
や

鬼
官
の
総
司
た
り
。
［
倶
舎
論
］
閻
羅
、
此
に
遮
と
い
ふ
。
［
釈
氏
要
覧
］

ゑ

ん

ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
シ
　
　
ぜ
う
そ
く
　
　
ほ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
い
ふ

瑛
魔
或
は
瑛
羅
、
此
に
静
息
と
翻
す
。
［
翻
訳
名
義
集
］
冥
府
の
十
王

　
　
　
　
　
し
ん
く
わ
う
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
て
い
　
　
　
　
　
　
　
ご
く
わ
ん

は
、
第
一
に
秦
広
王
、
第
二
初
江
王
、
第
三
宗
帝
王
、
第
四
五
官
王
、

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
ぜ
う
　
　
　
　
　
　
　
た
い
さ
ん
　
　
　
　
　
　
　
び
や
う
と
う

第
五
劃
王
、
第
六
変
成
王
、
第
七
泰
山
王
、
第
八
平
等
王
、
第
九

と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
り
ん

都

（百
四
十
八

オ
）
市
王
、
第
十
転
輪
王
。
世
俗
、
十
王
の
う
ち
閻
魔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
れ

王

あ
る
こ
と
を
し
り
て
、
九
王
の
名
を
知
る
者
稀
也
。
七
月
十
六
日
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
　
　
ぬ
ほ
く
　
　
い
と
ま

斜
団
と
い
ふ
。
こ
の
日
、
善
事
を
修
し
、
奴
僕
に
も
暇
を
と
ら
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ん
ま
ど
う

京
に
て
は
千
本
の
閻
魔
堂
へ
参
る
。
江
戸
に
て
は
赤
坂
心
法
寺
、
浅

　
　
　
　
て
う
ゑ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
ほ
う

草
御
蔵
前
長
延
寺
、
深
川
寺
町
賢
法
寺
〈
世
俗
こ
の
寺
を
閻
魔
堂
と
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ん
ま
だ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
わ
た
あ
ん
こ
　
　
と
う

ス

〉、

牛
込
平
川
寺
等
の
談
魔
堂
へ
参
詣
す
る
也
。
　
八
幡
安
居
の
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
ゑ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
に
ん

〈十
五
日
〉
　
安
居
の
頭
は
大
経
営
也
。
故
に
三
年
已
前
、
そ
の
頭
人

　
し
　
て
　
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
く

を
指
点
す
。
先
ツ
前
年
の
十
二
月
朔
日
よ
り
翌
年
の
十
二
月
十
五
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
う
か
　
　
　
　
　
　
　
と
う
　
　
　
　
　
　
　
ご
う
か

到

り
て
、
八
幡
山
下
の
郷
家
、
安
居
の
頭
を
勤
む
。
郷
家
は
村
里
中
の

て

う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
し

長
を
い
ふ
。
そ
の
土
地
の
中
に
て
、
姓
氏
あ
る
も
の
也
o
又
十
二
月
八

　
　
　
　
い
は
し
み
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ
し
よ
　
　
　
　
　
　
　
て
う
り

日
、
今
日
石
清
水
安
居
頭
人
の
宅
に
於
て
、
達
所
小
綱
の
神
人
、
長
吏

　
ほ
に
ん
　
　
さ
つ

の

補
任

を
授
け
、
こ
れ
を
指
部
と
い
ふ
。
又
十
二
月
九
日
、
頭
人
の
宅

　
　
　
　
こ
う
か
し
ゆ
　
も
て
な
さ
し
ぶ
の
う
は
や
し

に

於
て
、
郷
家
衆
を
饗
応
し
、
能
拍
子
等
あ
り
。
こ
れ
を
古
那
志
と
い

　
　
　
　
こ
な
ら
し
な
ま
り

ふ
o
是
、
小
習
礼
の
誰
か
。
又
十
二
月
十
二
日
、
頭
人
夫
婦
、
杉
山
不

　
　
　
　
　
　
こ
　
り
　
　
　
し
カ

動
堂
の
前
に
て
垢
離
を
修
す
。
こ
れ
を
精
進
入
と
い
ふ
。
又
十
二
月
十

　
　
　
　
　
　
じ
や
う
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
へ
い

三

日
、
頭
人
浄
衣
を
着
し
、
七
所
社
参
し
奉
幣
（
百
四
十
八
ウ
）
あ
り
。

　
　
　
つ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
ぼ
　
し

頭
人
の

婦
も
又
こ
れ
に
従
ふ
。
井
に
、
郷
家
、
烏
帽
子
・
浄
衣
を
着
し

く
　
ふ

供
奉

す
。
そ
の
行
粧
、
甚
古
風
也
。
放
生
河
に
橋
ニ
ッ
あ
り
。
一
は
安

　
　
　
な
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん

吾
橋
と
号
く
。
是
、
安
吾
頭
人
の
渡
る
橋
な
り
。
常
に
不
浄
の
人
を
禁

ず
。
頭
人
こ
れ
を
わ
た
れ
ば
、
今
日
よ
り
、
山
上
相
知
る
所
の
社
僧
の

　
　
し
し
ゅ
く
　
　
　
　
　
　
　
け
つ
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
こ
う
か
つ
ら

坊
に

止
宿

し
、
精
進
潔
斎
す
る
也
。
こ
の
間
、
西
郊
桂
の
里
の
女
子

　
や
し
や
　
　
　
　
　
　
つ
は
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
シ

孫
夜

叉
、
白
布
を
以
頭
髪
を
つ
＼
み
、
来
り
て
桂
飴
を
捧
ぐ
。
こ
れ
を

　
　
　
　
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
ど
う
よ
う
　
　
　
か
つ
ら
ぼ
う
し

掛
帽
刊
と
称
す
。
今
、
京
の
童
謡
に
い
ふ
桂
帽
子
、
是
也
。
十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て

十
五

日
、
安
吾
頭
人
夫
婦
社
参
、
本
社
の
前
に
大
な
る
松
1
本
建
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り

白
布
二
疋
を
そ
の
上
下
の
枝
に
か
け
、
人
を
し
て
仮
に
猿
の
ま
ね
を
し

　
　
　
　
　
の
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
た
つ
さ

て
そ

の

松
に
登
せ
、
そ
の
か
け
布
の
枝
を
伐
り
携
て
頭
屋
に
帰
り
、
後

　
し
ゆ
と
う
　
し
る
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ

代
修
頭
の
効
と
す
。
今
七
月
十
五
日
を
以
十
二
月
十
五
日
に
換
、
安
吾

の

頭
の
当
日
と
す
〈
『
増
山
の
井
』
に
、
今
は
十
二
月
十
五
日
と
す
、

　
　
　
　
　
　
　
わ
ら
べ
す
ま
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
ぷ

誤
か
〉
。
　
善
福
寺
童
相
撲
〈
十
五
日
〉
　
江
戸
麻
布
雑
色
町
に
あ
り
。
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あ
ざ
ぶ
　
　
　
　
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
り
や
う
か
い

麻
布
山
と
号
す
。
世
俗
、
当
寺
を
麻
布
殿
と
称
す
。
開
山
了
海
上
人

　
　
し
ん
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
や
う
か
い

は
、
親
鷺
上
人
の
弟
子
也
。
当
山
は
じ
め
は
天
台
宗
に
て
、
了
海
上

人
迄
凡
四
百
余
年

（百
四
十
九

オ
）
の
古
跡
也
と
い
ふ
。
親
鷺
上
人
、

　
　
　
は
い
し
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
し
ゆ
く

常
陸
の
配
所
よ
り
帰
京
の
時
、
当
時
に
寄
宿
あ
り
。
浄
土
法
問
の
う
へ
、

　
　
し
ん
ふ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
ね
ん

了
海
信
伏
あ
り
て
親
鷺
上
人
の
弟
子
と
な
り
、
一
向
専
念
の
行
者
と
な

り
て
、
真
宗
の
道
場
に
あ
ら
た
む
と
い
ふ
。
七
月
十
五
日
は
了
海
上
人

の

忌

日
也
。
今
日
、
寺
内
に
祭
る
所
の
麻
布
権
現
の
社
前
に
て
、
童
相

関
あ
り
。
神
事
の
こ
＼
う
な
る
べ
し
。
　
祐
天
寺
千
部
〈
十
五
日
よ
り

　
　
　
　
　
　
み
や
う
げ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
て
ん

廿
五
日
迄
〉
　
明
顕
山
祐
天
寺
は
江
戸
躍
黒
に
あ
り
。
開
山
は
祐
天

大
僧
正
た
り
。
例
年
七
月
十
五
日
よ
り
廿
五
日
迄
、
阿
弥
陀
経
千
口
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
と

行
。
こ
の
節
、
参
詣
お
ほ
し
。
　
衝
突
入
　
昔
は
諸
国
に
て
つ
と
入
と

　
　
い
へ
い
へ
　
　
　
　
　
　
　
き
ぶ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
じ
よ
う
　
せ
う
　
　
さ
い

て
、
家
戸
秘
蔵
せ
る
器
物
、
或
は
そ
の
家
の
嫁
・
娘
・
妾
・
妻
ま
で
、

常
に

見

た
き
と
思
ふ
物
を
客
殿
・
居
間
に
限
ら
ず
、
深
く
入
り
て

ほ

し
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

恣
　
に
見
し
也
。
近
曾
ま
で
勢
州
山
田
に
あ
り
し
ゆ
ゑ
、
世
人
、
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
　
　
か
ざ
い
じ
う
る
い
　
た
く
は
ゆ
　
　
　
　
ど
ん
よ
く

田
の
つ
と
入
と
い
ふ
。
総
て
家
財
従
類
を
蓄
る
は
、
倉
欲
の
道
な
る

　
　
　
　
　
さ
ん
げ

故
、
こ
れ
を
儀
悔
の
為
に
見
せ
し
と
い
ふ
0
七
月
十
六
日
な
り
。
今
は

　
　
　
た
え
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ひ
わ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
り
み
つ
ぎ
　
　
　
　
　
し
か
か
ご

こ
の
事
絶
て
な
し
。
　
新
綿
七
月
十
六
日
、
内
裏
貢
の
綿
、
云
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ひ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ゆ

［藻
汐
艸
］
如
釧
細
と
は
蚕
の
綿
也
。
蚕
の
繭
、
夏
月
に
（
百
四
十
九
ウ
）

　
　
　
　
　
　
　
め
ん
じ
よ

熟

し
て
、
秋
初
に
綿
架
を
出
す
。
故
に
矧
綱
と
い
ふ
0
或
説
に
湘
綱
も

　
　
　
　
　
　
　
　
ご
り
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
り
よ
う

秋
也

と
い
へ
り
。
　
御
霊
の
御
出
〈
＋
八
日
〉
　
御
霊
の
社
は
、
上
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
い
　
　
み
か
ど

京
極
の
北
西
に
あ
り
、
下
は
京
極
大
炊
の
御
門
の
北
に
あ
り
。
此
社
、

　
　
　
　
こ
　
ん
ゑ

は

じ
め
は
近
衛
通
り
新
町
あ
り
、
上
御
霊
は
京
極
の
西
出
雲
寺
の
北
に

あ
り
。
上
下
御
霊
の
社
、
毎
年
七
月
十
八
日
御
出
、
八
月
十
八
日
祭
礼

　
　
　
　
み
　
こ
し

あ
り
。
神
輿
二
基
也
。
御
霊
八
所
は
崇
道
天
王
、
伊
与
親
王
、

き
び
の
み
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
つ
ぐ
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ノ
は
や
な
り
　
　
　
　
ノ

吉
備
聖
霊
、
藤
大
夫
広
継
、
藤
原
夫
人
、
橘
速
勢
、
文
屋
宮
田
丸
、
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ふ

雷
神
、
な
り
。
世
に
火
雷
神
を
謂
て
菅
家
の
霊
と
す
る
者
は
誤
り
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
ん
む

伝
に

云

ク
、
御
霊
八
所
の
内
、
四
所
は
桓
武
天
皇
の
御
時
こ
れ
を

く
わ
ん
じ
や
う

勧
　
請
し
、
下
の
四
所
は
仁
明
天
皇
の
御
宇
こ
れ
を
勧
請
す
。
上
出
雲

　
　
　
　
　
　
し
ん
ぐ
う
じ

寺
を
上
御
霊
の
神
宮
寺
と
し
、
下
出
雲
寺
を
下
の
御
霊
の
神
宮
寺
と
す
。

で
ん

き
や
う
　
　
　
　
さ
う
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
え

伝
教
大
師
の
草
創
に
し
て
、
今
両
寺
と
も
に
絶
た
り
。
寛
文
年
中
、

ち
げ
ん
　
　
　
　
　
ゐ
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
な

慈
眼
大
師
の
遺
誠
に
よ
り
て
、
久
遠
寿
院
准
后
、
山
城
国
宇
治
郡
山
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

郷
に

於
て
出
雲
寺
を
再
興
し
給
ひ
、
毘
沙
門
天
を
安
置
し
た
ま
ふ
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ん
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
ゐ

劃
あ
り
。
是
古
を
存
す
る
の
遺
意
な
り
。
上
御
霊
の
御
旅
所
は
京

　
　
　
ノ

極
通
中
御
霊
に
あ
り
。
下
御
（
百
五
十
オ
）
霊
の
御
旅
所
は
年
々
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん
ち
　
　
　
　
　
　
　
い
ま

所

を
定
め
ず
、
そ
の
年
、
神
事
頭
屋
の
家
内
に
安
置
す
。
御
旅
所
に
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
や
で
　
　
と
　
や
　
　
で

す
の
間
を
以
御
旅
と
称
ス
。
　
鷹
の
塒
出
　
鳥
屋
出
の
鷹
、
七
月
十
六

　
　
　
　
も
し
お
ぐ
さ

日
o
　
［
w
r
汐
艸
］
鳥
屋
ふ
む
と
は
、
夏
鳥
屋
に
入
れ
る
也
。
四
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し
こ
く

に

入
て

七
月
笥
に
出
す
也
。
河
箸
鷹
と
申
也
o
　
1
説
に
、
波
斯
国
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
い
た
か

り
出
た
る
と
い
ふ
。
又
鶴
と
い
ふ
字
を
は
し
た
か
と
よ
め
り
。
種
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
か
は

説

あ
り
。
［
西
園
寺
殿
百
首
抄
］
四
月
羽
毛
将
に
易
ら
ん
と
す
る
と
き
、

あ
し
か
は
　
　
と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
だ
つ
ら
く

章
絹
を
解
去
り
、
鳥
屋
の
内
に
放
ツ
。
日
を
逐
ふ
て
脱
落
し
て
又
新
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
や
と

を
生
じ
て
、
七
月
中
旬
に
旧
の
如
し
。
こ
れ
を
片
鳥
屋
と
い
ふ
。
二
歳

　
　
か
ふ

毛

を
易
る
を
両
彊
渥
と
い
ふ
。
三
歳
を
翻
－
V
い
ふ
O
　
［
和
三
］

鷹
の

山
別
　
鷹
の
山
わ
か
れ
は
七
月
廿
五
日
也
。
鷹
の
巣
を
立
て
、
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
う
あ
く
　
ぞ
ご
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
　
　
　
す

母
に

わ

か

る
！
を
い
ふ
。
○
鷹
は
猛
悪
の
の
鳥
也
。
子
を
生
じ
て
巣
に

　
　
　
　
　
　
せ
い
て
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

あ
り
、
そ
の
子
成
長
す
る
と
き
は
親
を
食
ふ
の
意
あ
り
。
父
母
こ
れ
を
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お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
り
　
よ
び

お

そ

れ

て
居

る
に
、
巣
よ
り
一
尺
去
て
子
を
養
ふ
。
故
に
一
尺
秤
を
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
べ
ひ

て

鷹
秤

と
い
ふ
。
［
下
学
集
］
鷹
飼
の
山
と
は
足
高
山
也
。
鷹
是
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
は
ハ
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
て
う

は

じ
ま
る
。
足
高
明
神
は
訪
諏
明
神
也
。
飛
鳥
の
別
れ
も
こ
の
山
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
ヲ

り
（
百
五
十
ウ
）
始
る
也
。
［
二
條
基
房
卿
紗
］
恒
山
之
鳥
生
二
四
子
ベ

　
　
　
　
ニ
　
テ
　
　
　
ン
ト
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
ル
　
　
ヲ
　
　
　
　
テ
　
　
ル
　
　
ラ

羽
毛
既
成
将
レ
分
二
四
海
べ
其
母
悲
鳴
送
レ
之
o
是
往
而
不
レ
返
也
。
［
孔

　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
す
は
　
マ
こ

子
家
語
］
［
説
苑
］

　
　
　
　
　
　
　
　
一
説
に
、
凡
、
鷹
を
飼
ふ
こ
と
は
訪
諏
明
神
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
う
つ
　
い
ん
え
ん

め
給
へ
り
。
故
に
、
廿
七
日
の
御
狭
山
祭
に
鷹
も
詣
る
因
縁
あ
り
て
、

　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
さ
み
　
　
み
を
や

廿
五

日
に
巣
を
辞
す
と
い
へ
り
。
○
仁
徳
帝
の
時
、
依
網
の
長
倉
の

あ
　
に
　
こ
　
　
ゐ
て
う
　
と
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね
　
あ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
と
る

阿
弼
古
、
異
鳥
を
捕
へ
て
献
じ
て
云
ク
、
臣
、
毎
に
網
を
張
り
鳥
を
捕

　
　
　
　
　
か
つ
　
　
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

に
、
い
ま
だ
曾
て
是
鳥
の
類
を
得
ず
。
故
に
異
也
と
し
て
、
こ
れ
を
献

　
　
　
　
　
　
き
み
　
　
め
し
　
　
　
　
　
　
　
し
め
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
ら

ず
o
帝
、
酒
の
君
を
召
て
、
鳥
を
示
し
て
日
、
是
何
等
の
鳥
ぞ
。
酒
の

　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
る
い
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
な
れ

君
言

ク
、
こ
の
鳥
種
類
多
く
、
百
済
に
あ
り
。
馴
て
よ
く
人
に
し
た
が

　
　
　
は
や
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
つ
け
　
く
ち

ふ
o
又
捷
く
飛
て
諸
鳥
を
掠
る
。
百
済
の
俗
、
此
鳥
を
号
て
倶
知
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
づ
け
　
か
ひ
な
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
は
ど

ふ

〈
是
今
の
鷹
也
〉
。
乃
チ
酒
の
君
に
授
て
養
馴
し
む
。
い
ま
だ
幾
時

　
　
　
　
　
　
あ
し
か
は
　
　
つ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
す
　
の
　
　
　
　
　
　
　
す
え

な
ら
ず
し
て
、
章
絹
を
著
て
、
和
泉
国
百
舌
野
の
御
狩
に
居
出
て
、
維

　
と
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
め
　
た
か
ご
ゐ
の

を
捕
し
む
。
こ
の
年
八
月
、
甫
て
鷹
井
部
を
定
ら
る
。
故
に
時
の
人
、

　
　
　
　
よ
び
　
　
た
か
ざ
ゐ
む
ら
　
　
　
　
　
　
　
け
だ
し

そ

の

所

を
喚
て
鷹
井
邑
と
い
ふ
。
蓋
、
酒
の
君
は
百
済
の
人
な
り
。

た
か
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
い
　
　
　
　
と

鷹

飼
の
事
こ
s
に
始
る
。
　
鷹
打
チ
　
七
八
月
の
間
、
媒
を
以
鷹
を
捕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
な
　
　
す
　
　
は
な
　
　
　
と
び
か
け
　
お
と
り

る
を
鳥
屋
待
と
い
ふ
。
鷹
の
雛
、
巣
を
離
れ
て
飛
翔
り
、
み
つ
か
ら
食

　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
つ
が
い
だ
ん
が
ん
　
　
き
や
う
ほ
く
　
　
わ
た
　
　
　
　
　
　
　
が
ん

ヲ
求
る
と
き
、
常
に
絶
崖
断
巌
の
喬
木
を
度
る
。
そ
の
巌
（
百
五
十

　
　
　
く
つ
　
　
か
　
や
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
か
ご
　
　
　
あ
み
　
こ
の
ま

一
オ
）
窟
に
茅
條
を
結
び
て
処
り
、
鷹
の
到
る
を
窺
ひ
、
羅
を
樹
間
に

　
　
　
　
　
　
　
ば
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ら

張

り
て
、
死
鳥
を
媒
と
し
て
．
、
れ
を
捕
総
疑
れ
を
禦
と
い
ひ
、
又

圏
翻
川
と
い
ふ
0
『
礼
記
」
に
、
立
秋
の
日
鷹
隼
乃
チ
撃
ツ
と
い
ふ
も
の

　
　
　
　
　
　
　
う
つ

は
、
鷹
の
諸
鳥
を
撃
也
。
是
、
あ
ら
鷹
の
諸
鳥
を
と
ら
ん
と
す
る
気
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

の

出
来
た
る
を
い
ふ
。
前
の
説
と
は
た
が
へ
り
。
『
笈
小
文
庫
』
に
、

い

ら
こ
さ
き

伊
良
虞
崎
骨
山
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
剰
抽
所
也
、
南
海
の
果
に
て
鷹
の
は

じ
め
て
渡
る
所
と
い
へ
り
。
い
ら
こ
崎
、
う
た
に
も
よ
め
れ
は
、
い
と
’
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
れ

あ
は
れ
な
る
折
ふ
し
、
鷹
一
ツ
見
つ
け
て
嬉
し
伊
良
古
崎
、
は
せ
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

こ
の
鷹
打
と
こ
ろ
と
書
た
る
は
鷹
捕
る
所
と
聞
ゆ
る
也
。
　
あ
ら
鷹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

あ
ら
た
に
と
ら
へ
て
い
ま
だ
人
に
馴
さ
る
鷹
也
。
網
が
け
の
こ
と
也
。

と
や
ま
さ
り
　
　
　
　
　
し
ん
も
う
　
　
　
　
　
　
　
う
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
と
や

鳥
屋
勝
　
鷹
、
新
毛
を
生
じ
、
羽
翼
既
に
備
り
て
塒
を
出
る
と
き
、

い

き
ほ
ひ
こ
と
　
し
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
た
か
か
り

逸
勢
特
に

称

す
べ
し
。
こ
れ
を
鳥
屋
ま
さ
り
と
い
ふ
也
。
　
初
鷹
狩

は
つ
と
か
り

初
鳥
狩
　
は
つ
と
狩
、
小
た
か
狩
、
少
し
か
は
り
め
あ
れ
と
も
、
万
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
ら
　
ひ
ば
り

新
点
に
よ
ら
ば
差
別
な
し
。
小
鷹
を
秋
と
す
る
こ
と
は
、
鶉
・
雲
雀
、

そ

の
外
秋
の
小
鳥
狩
也
。
大
鷹
は
冬
と
し
、
鶴
・
雁
・
鴨
の
類
を
狩
也
。

　
　
　
　
　
　
　
え

大
か
た
此
こ
s
ろ
得
に
て
置
べ
し
。
［
雑
談
抄
］
（
百
五
十
一
ウ
）
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
や
　
で

鳥
狩
、
初
鷹
、
秋
也
。
鳥
屋
出
の
鷹
を
は
じ
め
て
つ
か
ふ
な
り
。
［
貞

徳
説
］
初
鳥
狩
は
秋
也
。
し
か
れ
ど
も
大
鷹
の
こ
と
也
。
［
連
歌
新
式

　
　
　
　
　
　
　
は
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

抄
］
須
磨
の
関
秋
萩
し
の
ぎ
駒
な
へ
て
は
つ
鳥
が
り
だ
に
せ
で
や
わ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
エ
つ

れ

ん
。
［
古
今
六
帖
］
　
鷹
鳥
を
祭
ル
　
処
暑
の
候
〈
七
月
の
中
〉
鷹
、

　
　
　
く
ら
は
　
　
　
ほ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
　
　
　
　
　
　
　
り
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い

鳥

を
食
ん
と
欲
し
て
食
は
ず
、
用
て
始
メ
て
致
を
行
ふ
と
は
、
時
の
令

し
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
み
　
　
　
　
あ
た
ご

に

順
ふ
也
。
［
月
令
］
　
愛
宕
火
〈
廿
四
日
〉
　
伊
丹
池
田
の
愛
宕
火
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
し
ま

七
月
廿
三
日
よ
り
廿
四
日
に
到
る
。
摂
州
豊
嶋
郡
池
田
村
に
あ
り
。
愛

　
　
　
　
　
　
　
い
は
ゆ
る
さ
　
つ
き

宕
山
は
、
古
歌
に
所
謂
五
月
山
也
と
そ
。
山
上
に
愛
宕
権
現
の
社
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
か
へ
　
　
た
う
ろ
う

毎
年
七
月
廿
四
日
の
夜
、
種
々
の
灯
籠
に
火
を
点
じ
て
愛
宕
火
と
名
つ

V
o
大
坂
北
の
町
は
つ
れ
よ
り
望
み
見
れ
は
星
の
如
し
。
又
愛
宕
の
神

一
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ど
う
ぜ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
の
む
す
び
の
み
こ
と

社
、
有
馬
郡
道
場
河
原
新
町
口
に
あ
り
。
祭
る
所
火
産
霊
尊
。
毎
年

七

月
二
十
四
日
祭
礼
あ
り
。
世
俗
、
こ
れ
を
あ
た
ご
火
と
称
す
。
［
摂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く
ぐ
わ
い

陽
群
談
］
　
地
蔵
祭
〈
廿
四
日
〉
　
洛
外
六
所
の
地
蔵
詣
な
り
。
加

　
　
み
ぞ
う
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
づ
ま
さ

茂
、
御
菩
薩
池
、
山
科
、
伏
見
、
桂
、
太
秦
こ
れ
也
。
凡
、
一
日
六
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
む
ら

の

行
程
十
里
余
也
。
文
徳
天
皇
仁
寿
二
年
、
小
野
篁
、
地
蔵
の
像
六

　
　
つ
く
　
　
　
　
こ
わ
た

体
を

造
り
、
木
幡
の
法
雲
山
大
善
寺
に
安
置
す
。
故
に
（
百
五
十
ニ
オ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

こ
の
所
を
六
地
蔵
村
と
い
ふ
。
そ
の
後
、
保
元
二
年
、
平
清
盛
六
ヶ
所

　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
よ
う

に

堂

を
造
り
、
こ
れ
を
わ
か
ち
置
。
七
月
廿
四
日
供
養
、
西
光
法
師
こ

　
　
　
あ
つ
か

れ

を
与
り
行
ふ
。
今
に
到
り
て
七
月
廿
四
日
、
諸
人
六
所
に
詣
ず
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ま
た

れ

を
地
蔵
祭
と
い
ふ
。
洛
下
の
児
童
も
又
、
各
香
花
を
街
衝
の
石
地
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

に

供

じ
て
こ
れ
を
祭
る
。
又
今
日
、
六
斎
念
仏
の
徒
も
亦
、
六
所
の
堂

ま
う
で
　
た
い
こ
　
　
う
ち
　
　
か
ね
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
お
ど
り

に

詣
、
大
鼓
を
撃
、
鉦
を
鳴
ら
し
、
以
躍
念
仏
を
な
す
。
俗
、
こ
れ
を

　
さ
い
た
い
こ
　
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

六
斎
太
鼓
と
称
す
。
洛
東
光
福
寺
〈
干
菜
寺
也
〉
の
一
派
也
。
○
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば

に

て

も
こ
の
日
、
六
地
蔵
、
井
に
芝
愛
宕
権
現
等
へ
ま
ふ
づ
。

み

さ
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
は

御
狭
山
祭
〈
廿
七
日
〉
　
信
州
諏
訪
郡
諏
訪
明
神
の
祭
也
。
上
の
諏
訪

は
建
御
方
富
命
、
下
の
諏
訪
は
八
坂
入
姫
命
。
［
今
在
記
］
或
説
に
、

み

　
さ
　
　
　
　
　
　
す
べ
き
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

御
射
山
祭
は
、
薄
に
て
神
殿
を
造
る
。
そ
の
外
、
人
家
も
祭
礼
の
間
は
、

　
す
ヒ
き
　
ほ
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ざ
き

皆
薄
の
穂
に
て
造
る
。
又
み
く
さ
と
い
ふ
も
、
芒
の
こ
と
也
。
『
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ほ
つ
ざ
の
す
べ
き
　
や
そ
た
ま
く
し
　
と

紀
』
第
一
に
、
野
槌
の
神
に
は
五
百
筒
野
薦
の
八
十
玉
籔
を
採
ら
し
む
。

是

は
天
照
太
神
を
天
の
岩
戸
よ
り
出
し
奉
ら
ん
と
せ
し
時
の
わ
ざ
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ト
き
　
　
　
　
ぬ
さ

よ
り
て
信
州
諏
訪
み
さ
や
ま
祭
に
は
薄
を
以
幣
と
す
。
故
に
、
み
く
さ

か

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

苅
信
濃

と
も
い
ふ
よ
し
、
或
物
に
記
し
た
り
。
此
祭
に
は
、
遠
笠
か
け

　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た

を
射
て
参
ら
す
る
也
。
そ
の
始
は
、
田
村
将
軍
の
安
倍
の
高
丸
を
伐
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
り

た

め

に
、
（
百
五
十
ニ
ウ
）
信
濃
国
に
到
り
、
こ
の
神
に
祈
申
さ
れ
し

　
　
　
　
　
　
も
ん
つ
け
　
し
た
ト
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し
や
う

に
、
梶
の
葉
の
紋
付
し
直
垂
着
た
る
人
、
湖
の
波
上
に
馬
を
走
ら
せ
て

か

さ
か
け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
え
ん

笠
懸
射
た
り
し
と
そ
。
今
笠
懸
射
て
神
事
と
す
る
は
、
こ
の
所
以
也
。

　
　
　
す
は
　
　
　
　
す
は
　
　
　
　
　
　
え
ん
ぎ

よ
り
て
趨
波
と
も
書
て
諏
訪
と
よ
め
り
と
、
縁
起
に
出
ツ
。
当
社
は
桓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
ん
り
や
う

武
の
御
宇
、
田
村
将
軍
の
建
立
也
と
い
へ
り
。
こ
の
神
は
す
べ
て
田
猟

　
　
　
つ
か
さ
ど

の

事
を
主
り
給
ふ
也
。

注　
F
日
本
文
学
研
究
」
第
四
十
八
号
～
同
第
五
十
五
号
、

文
学
会
、
二
〇
〇
九
年
二
月
～
二
〇
一
六
年
二
月
。

大
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