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は
じ
め
に

平
安
時
代
初
期
に
亡
く
な
っ
た
南
都
法
相
宗
興
福
寺
の
高
僧
玄
賓
は
、
天
皇
か
ら

厚
い
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
俗
的
な
名
声
を
厭
い
、
都
か
ら
遠

く
離
れ
た
土
地
に
隠
遁
す
る
道
を
選
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
玄
賓
の
イ
メ
ー
ジ

を
形
成
し
、
後
代
、
玄
賓
は
、
隠
徳
の
聖
の
理
想
像
と
と
ら
え
ら
れ
、
数
々
の
説
話

が
生
み
出
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
るq

。
玄
賓
が
大
僧
都
職
を
辞
し
備

中
国
哲
多
郡
湯
川
寺
に
隠
遁
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
確
実
な
資
料
が
残
さ

れ
て
い
る
の
で
史
実
と
み
ら
れ
る
がw

、
備
中
国
で
の
玄
賓
の
消
息
は
よ
く
わ
か
っ
て

い
な
い
。
玄
賓
に
関
す
る
説
話
は
、『
江
談
抄
』『
古
事
談
』『
発
心
集
』『
閑
居
友
』

『
古
今
著
聞
集
』『
撰
集
抄
』『
三
国
伝
記
』
な
ど
、
多
く
の
説
話
集
に
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
備
中
国
で
の
逸
話
を
記
す
も
の
は
な
い
。
ま
た
、『
元
亨
釈
書
』『
東
国
高

僧
伝
』『
南
都
高
僧
伝
』『
扶
桑
隠
逸
伝
』『
本
朝
高
僧
伝
』
な
ど
の
伝
記
類
に
お
い

て
も
、
備
中
国
で
の
玄
賓
の
詳
し
い
消
息
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
備
中
国
で
の
玄
賓
の
動
静
は
、
文
献
資
料
に
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い

な
い
が
、
口
頭
伝
承
の
世
界
で
は
い
ま
だ
に
生
き
生
き
と
語
ら
れ
て
い
るe

。
備
中
国

各
地
で
の
玄
賓
に
関
す
る
伝
説
は
、
実
像
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
伝
承
地
周
辺

の
人
々
に
玄
賓
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
り
、
文
献
資
料
の
間
隙
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
玄
賓
像
の
一
端
を
語
る

参
考
資
料
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

玄
賓
は
い
つ
ど
こ
で
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
玄
賓
の
生
年
に
関
し
て
は
数
説

あ
る
が
、
興
福
寺
本
『
僧
綱
補
任
』
弘
仁
九
年
の
項
に
、「
前
大
僧
都
玄
賓
―
六
月

十
七
入
滅
。
河
内
国
人
。
俗
姓
弓
削
連
。〔

八
十
五
〕
―
」r

と
記
さ
れ
て
い
る
の

に
従
い
た
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
玄
賓
の
生
年
は
天
平
六
年
（
七
三
四
）
で
、
没
年

は
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
六
月
十
七
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

玄
賓
の
生
誕
地
に
関
し
て
は
、
先
に
み
た
興
福
寺
本
『
僧
綱
補
任
』
弘
仁
九
年
の

項
に
玄
賓
は
「
河
内
国
人
。
俗
姓
弓
削
連
」
と
あ
る
よ
う
に
、
河
内
国
で
生
ま
れ
た

と
い
う
説
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
成
立
の
虎
関
師
錬
『
元

亨
釈
書
』
巻
第
九
の
「
釈
玄
賓
」
の
項
に
も
「
姓
弓
削
氏
。
内
州
人
。（
略
）
疾
三

族

人
道
鏡
媚
二

称
徳
帝
一

。
潜
入
二

伯
州
之
山
一

。」t

と
あ
り
、
姓
は
弓
削
氏
で
河
内
国
の

人
と
さ
れ
て
い
る
。『
元
亨
釈
書
』
で
は
、
玄
賓
は
一
族
の
弓
削
道
鏡
が
称
徳
女
帝

に
媚
び
て
政
界
に
進
出
し
て
権
勢
を
ふ
る
っ
た
の
を
嫌
い
、
伯
耆
国
山
中
に
隠
遁
し

た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
玄
賓
が
道
鏡
と
同
族
の
弓
削
氏
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
が
、
道
鏡
も
玄
賓
も
同
時
代
の
法
相
宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

玄
賓
が
道
鏡
の
生
き
方
を
嫌
い
隠
遁
の
道
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
た
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
成
立
の
師
蛮
『
本
朝
高
僧
伝
』

巻
第
四
十
六
の
「
備
中
湯
川
寺
沙
門
玄
賓
伝
」
の
項
に
も
「
姓
弓
削
氏
。
河
州
人
。

（
略
）
悪
三

族
人
道
鏡
媚
二

称
徳
帝
一

。
潜
出
二

和
州
一

。」y

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

玄
賓
は
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
道
鏡
と
同
族
の
弓
削
氏
で
河
内
国
の
人
と
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
玄
賓
伝
に
関
し
て
は
、『
元
亨
釈
書
』
の
玄
賓

朱
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伝
の
影
響
力
が
か
な
り
強
く
、『
元
亨
釈
書
』
以
後
の
僧
伝
類
の
ほ
と
ん
ど
が
『
元

亨
釈
書
』
の
玄
賓
伝
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
記
述
し
て
い
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
備
中
国
英
賀
郡
水
田
（
北
房
町
上
水
田
小
殿
）
に
は
、
玄
賓
生

誕
地
伝
説
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
地
に
は
玄
賓
が
そ
こ
で
生
ま
れ
た
こ
と
に
由

来
す
る
と
い
う
「
高
僧
屋
敷
」
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
地
の
近
く
に
は

玄
賓
の
母
が
玄
賓
の
臍
帯
（
へ
そ
の
お
）
を
納
め
た
と
い
う
伝
承
の
あ
る
臍
帯
寺

（
ほ
そ
お
じ
）
と
い
う
寺
院
が
あ
る
。
こ
の
、
玄
賓
が
備
中
国
で
生
ま
れ
た
と
い
う
説

は
、
備
中
国
で
の
み
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
事
例
を
提
示
す
る
よ
う
努
め
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
存
在

が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
備
中
国
の
玄
賓
生
誕
地
伝
説
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体
像
を

紹
介
し
考
察
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

Ⅰ
　
地
名
「
高
僧
屋
敷
」
と
行
者
様

玄
賓
が
備
中
国
で
生
ま
れ
た
こ
と
を
記
す
文
献
と
し
て
は
、
明
治
十
一
年
（
一
八

七
八
）
成
立
の
奥
田
楽
淡
『
備
中
略
史
』
の
「
玄
賓
僧
都
」
の
項
に
「
釈
玄
賓
姓
は

弓
削
氏
、
備
中
英
賀
郡
水
田
の
人
（
一
曰
河
内
の
人
）」u

と
あ
る
程
度
で
、
古
文
献
資

料
は
残
っ
て
い
な
い
。『
備
中
略
史
』
の
備
中
国
生
誕
説
は
、
江
戸
時
代
末
期
の
伝

承
を
書
き
留
め
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
末
期
の
地
誌
類
に
玄

賓
備
中
国
生
誕
説
が
ほ
と
ん
ど
載
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
備
中
国
の
中
で
も
広
く

知
ら
れ
て
い
た
説
で
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。『
備
中
略
史
』
を
編
纂
し
た
奥
田

楽
淡
は
、
備
中
高
梁
藩
医
龍
田
道
仙
の
二
子
で
藩
儒
奥
田
楽
山
の
義
子
と
な
り
、
山

田
方
谷
に
学
び
、
高
梁
藩
の
文
武
監
査
役
ま
で
昇
り
、
晩
年
は
下
道
郡
山
田
村
で
後

進
を
導
い
て
明
治
十
七
年
に
六
十
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
人
で
あ
る
と
い
うi

。
奥
田
楽

淡
が
備
中
高
梁
の
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
す
ぐ
近
く
の
英
賀
郡
水
田
の
玄
賓
生
誕
伝
説

を
知
り
え
た
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
ず
、
玄
賓
が
そ
こ
で
生
ま
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
「
高
僧
屋
敷
（
こ
う

そ
う
や
し
き
）」
と
い
う
地
名
を
め
ぐ
る
伝
承
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
備

中
国
英
賀
郡
水
田
（
現
在
の
岡
山
県
上
房
郡
北
房
町
上
水
田
小
殿
）
に
は
、「
高
僧
屋
敷
」

と
い
う
地
名
が
残
っ
て
お
り
、
玄
賓
が
こ
の
地
で
生
誕
し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

「
高
僧
屋
敷
」
と
い
う
地
名
の
あ
る
そ
の
土
地
は
現
在
畑
に
な
っ
て
お
り
、
道
路
に

面
し
た
一
角
が
四
角
く
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
塗
り
固
め
ら
れ
、
そ
の
上
に
小
さ
い
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
祠
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
す
ぐ
近
く
に
「
玄
賓
僧
都
生
誕
之
地
」
と
刻

ま
れ
た
石
碑
（
高
さ
二
・
三
メ
ー
ト
ル
、
幅
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
）
が
建
っ
て
い
る
。
そ
の

石
碑
の
裏
に
は
「
玄
賓
僧
都
は
北
房
町
大
字
上
水
田
小
殿
高
僧
屋
敷
で
天
平
十
年

（
七
三
八
年
）
に
こ
の
地
で
生
誕
さ
れ
た
と
伝
へ
ら
れ
て
い
る
幼
児
の
こ
ろ
か
ら
聡
明

で
奈
良
の
興
福
寺
で
修
業
し
奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
こ
ろ
ま
で
名
刹
に

捉
わ
れ
ぬ
高
僧
で
仏
の
道
を
求
め
続
け
る
と
と
も
に
医
療
の
研
究
に
も
修
業
を
重
ね

薬
草
薬
石
の
用
法
を
用
い
て
人
々
の
幸
せ
と
生
活
の
安
定
に
力
を
尽
さ
れ
八
百
十
八

年
六
月
に
湯
川
寺
で
入
寂
さ
れ
た
今
も
玄
賓
の
人
柄
が
人
々
の
心
の
中
に
生
き
続
け

て
い
る
。
／
平
成
八
年
四
月
吉
日
建
之
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
碑
文
の
下
に
「
建
立

者
／
北
房
町
／
武
村
博
／
西
杉
一
夫
／
山
本
潔
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
石
碑
は
、

上
水
田
小
殿
（
か
み
み
ず
た
お
ど
の
）
の
武
村
博
さ
ん
ら
三
名
が
協
力
し
て
、
こ
の
地

で
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
玄
賓
を
顕
彰
す
る
た
め
に
、
平
成
八
年
に
建
立
し
た
も
の
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
は
こ
の
石
碑
が
あ
る
お
か
げ
で
、「
高
僧
屋
敷
」
の
場

所
が
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

〈
事
例
１
〉「
玄
賓
生
誕
地
高
僧
屋
敷
と
臍
帯
寺
」

こ
の
畑
が
高
僧
屋
敷
。
こ
れ
は
も
う
前
か
ら
、
所
有
は
個
人
所
有
で
し
た
。
こ
こ

の
、
小
さ
い
一
画
だ
け
が
ね
え
、
い
わ
ゆ
る
、
公
共
地
い
い
ま
す
か
、
小
殿
の
部
落

有
に
な
っ
と
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
今
の
も
う
、
倍
以
上
は
あ
り
ま
し
た
か
ら
ね
え
。

へ
で
古
い
柿
の
木
が
あ
っ
た
り
、
へ
え
か
ら
古
い
古
い
祠
の
あ
の
。
木
造
の
ね
え
、

何
（
祠
）
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
う
、
腐
れ
て
か
ら
。
今
は
そ
う
で
す
な
あ
、
こ
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れ
、
も
う
、
十
年
ぐ
ら
い
前
で
す
か
ね
え
、
買
っ
て
き
て
、
替
え
た
ん
で
す
。

ま
あ
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
ね
、
こ
こ
へ
山
本
さ
ん
い
う
人
が
、

今
は
も
う
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
け
ど
ね
、
そ
の
人
が
も
う
、

「
こ
こ
で
、
玄
賓
さ
ん
が
生
ま
れ
た
ん
じ
ゃ
」
い
う
て
。
一
つ
は
あ
の
、
あ
れ
（
石

碑
の
文
）
に
も
あ
り
ま
す
け
え
ど
、
河
内
で
す
か
ね
え
、
大
阪
の
ね
え
。
あ
っ
こ
の

説
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
。
ま
あ
こ
こ
で
、
大
き
な
っ
た
。

そ
れ
が
ま
あ
、
そ
こ
へ
、
臍
帯
寺
（
ほ
そ
ん
じ
）
に
も
お
そ
ら
く
。
こ
ん
だ
あ
、

臍
帯
寺
（
ほ
そ
お
じ
）
い
う
ん
で
す
け
ど
、
参
ら
れ
た
ら
色
々
聞
か
れ
た
ら
わ
か
る

と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
お
母
さ
ん
が
と
に
か
く
あ
っ
こ
で
腹
帯
を
も
ら
っ
て
、
へ
で
、

子
ど
も
の
男
の
子
が
で
き
た
か
ら
い
う
ん
で
そ
の
臍
帯
（
へ
そ
の
お
）
を
あ
そ
こ
に

納
め
て
、
ま
あ
、
臍
帯
寺
（
ほ
そ
お
じ
）
い
う
。
ほ
そ
ん
じ
、
ほ
そ
ん
じ
、
い
う
ん

で
す
け
ど
、
臍
帯
寺
（
ほ
そ
お
じ
）
い
う
、
ま
あ
お
寺
な
ん
で
す
け
ど
。
そ
う
い
う

こ
と
で
、
い
わ
れ
が
も
の
す
ご
深
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
こ
で
生
ま
れ
ら
れ
た
ん
じ

ゃ
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
でo

。

こ
の
「
玄
賓
生
誕
地
高
僧
屋
敷
と
臍
帯
寺
」
は
、
北
房
町
上
水
田
小
殿
で
採
集
し

た
も
の
で
、
玄
賓
が
こ
の
地
で
生
ま
れ
た
の
で
「
高
僧
屋
敷
」
と
い
う
地
名
と
な
り
、

玄
賓
の
母
親
が
こ
の
地
か
ら
臍
帯
寺
に
参
っ
て
腹
帯
を
も
ら
い
、
男
の
子
（
後
の
玄

賓
）
が
で
き
た
か
ら
そ
の
臍
帯
（
へ
そ
の
お
）
を
寺
に
納
め
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

高
僧
屋
敷
と
い
う
土
地
は
今
は
個
人
所
有
と
な
っ
て
い
る
が
、
四
角
く
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
一
画
は
、
現
在
で
も
小
殿
集
落
の
公
共
地
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
、
四
角
く
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
一
画
の
上

に
は
玄
賓
を
祭
る
小
祠
が
あ
る
。
小
祠
が
あ
る
公
共
地
の
一
画
は
も
っ
と
広
か
っ
た

と
い
う
が
、
か
つ
て
道
路
を
拡
張
し
た
時
か
ら
か
な
り
狭
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う

で
あ
る
。

〈
事
例
２
〉「
高
僧
屋
敷
と
行
者
様
」

ま
あ
あ
の
、
あ
そ
こ
は
、
高
僧
屋
敷
い
う
、
地
名
で
す
か
ら
、
普
段
あ
そ
こ
ら
あ

た
り
を
使
っ
て
お
る
人
が
、
高
僧
屋
敷
い
う
。
そ
れ
か
ら
、
玄
賓
さ
ん
の
、
行
者
様

い
う
の
は
も
う
、
昔
か
ら
そ
う
い
う
よ
う
に
、
言
い
慣
ら
さ
れ
て
き
て
お
っ
た
ん
で

す
。
だ
か
ら
、
お
正
月
に
な
る
と
、
あ
そ
こ
に
新
し
い
餅
を
、
あ
げ
た
り
し
て
。

（
中
略
）
玄
賓
さ
ん
を
、
行
者
さ
ん
、
い
う
て
、
昔
か
ら
言
い
慣
ら
さ
れ
と
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
あ
思
う!0

。

こ
の
「
高
僧
屋
敷
と
行
者
様
」
は
「
高
僧
屋
敷
」
に
あ
る
玄
賓
を
祭
る
小
祠
を
土

地
で
は
「
行
者
様
」
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
語
り
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
「
行
者
様
」

と
修
験
道
と
の
関
係
を
聞
い
て
み
た
が
、
全
く
関
係
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
小

殿
集
落
で
管
理
し
て
き
た
と
い
う
「
行
者
様
」
の
祭
り
は
特
に
は
な
い
そ
う
で
あ
る

が
、
皆
で
掃
除
し
た
り
、
正
月
に
新
し
い
餅
を
お
供
え
し
た
り
は
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
高
僧
屋
敷
と
い
う
地
に
は
、
昔
、
古
い
大
き
な
柿
の
木
（
西
条
柿
な
ど
の

よ
う
な
良
い
柿
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
）
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
柿
の
木
の
周
辺
に
は
草

が
生
え
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
高
僧
屋
敷
に
は
、
昔
は
大
き
く
平
た
い
石
の
上
に

古
く
大
き
い
木
造
の
「
行
者
様
」
の
祠
が
建
っ
て
い
た
が
、
古
く
な
っ
て
腐
っ
て
き

た
の
で
、
十
年
程
前
（
平
成
初
年
頃
か
）
に
若
い
人
が
総
社
あ
た
り
か
ら
今
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
小
さ
い
祠
を
買
っ
て
き
て
据
え
た
そ
う
で
あ
る
。

玄
賓
の
時
代
、
天
皇
や
貴
族
た
ち
が
高
僧
に
期
待
し
た
も
の
の
一
つ
に
、
病
な
ど

を
即
座
に
治
癒
さ
せ
る
よ
う
な
呪
術
的
能
力
が
あ
っ
た
。
玄
賓
は
興
福
寺
で
学
問
を

積
ん
だ
碩
学
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
呪
術
的
能
力
も
群
を
抜
く
も
の
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
山
中
で
隠
遁
生
活
を
送
る
玄
賓
は
、
歴
代
の
天
皇
か
ら
た

び
た
び
召
還
さ
れ
て
都
へ
上
り
、
病
平
癒
の
祈
祷
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
桓
武

帝
・
平
城
帝
・
嵯
峨
帝
と
い
う
三
代
の
天
皇
か
ら
厚
い
信
頼
を
得
て
い
た
。
山
中
で

隠
遁
生
活
を
送
り
高
い
呪
術
的
能
力
が
あ
っ
た
ら
し
い
玄
賓
僧
都
に
は
、
確
か
に
山

林
修
行
を
す
る
行
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
玄
賓
僧
都
を
祭
る
祠
が
土
地
の
人
々

に
「
行
者
様
」
と
称
さ
れ
て
き
た
事
実
は
、
極
め
て
興
味
深
い
こ
と
と
い
え
よ
う
。
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Ⅱ
　
広
大
山
縁
起
と
行
基
・
玄
賓
伝
承

玄
賓
生
誕
地
伝
説
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
北
房
町
上
水
田
小
殿
「
高
僧
屋
敷
」
の
南

西
方
向
の
山
中
に
、
玄
賓
の
母
が
玄
賓
の
臍
帯
（
へ
そ
の
お
）
を
納
め
た
と
い
う
伝

承
の
あ
る
臍
帯
寺
（
ほ
そ
お
じ
、
ほ
そ
ん
じ
）
と
い
う
寺
院
が
あ
る
。
岡
山
県
上
房
郡

有
漢
町
上
有
漢
長
代
に
あ
る
広
大
山
臍
帯
寺
は
真
言
宗
大
覚
寺
派
の
寺
院
で
、
寺
伝

で
は
聖
武
天
皇
の
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
に
行
基
が
開
基
し
た
と
さ
れ
る
。
現
在
地

に
移
転
す
る
前
は
、
四
峰
山
（
四
ツ
畝
山
、
よ
つ
う
ね
や
ま
）
の
山
麓
の
堂
風
呂
（
ど

う
ぶ
ろ
）
と
い
う
所
に
あ
っ
た
と
い
う
。
広
大
山
臍
帯
寺
に
は
「
広
大
山
縁
起
」（
片

山
家
文
書
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
玄
賓
生
誕
地
伝
説
を
考
え
る
う
え
で
参
考
と
な
る

数
少
な
い
資
料
の
一
つ
で
あ
る
た
め
、
全
文
を
引
用
す
る!1

。
旧
字
体
・
異
体
字
等
は

原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
に
改
め
、
句
読
点
を
付
し
た
。
な
お
、
注
記
は
丸
括
弧
で

く
く
っ
た
。
内
容
分
析
の
都
合
上
、
便
宜
的
に
Ａ
〜
Ｃ
の
符
号
を
付
し
た
。

【
広
大
山
縁
起
】
全
文

広
大
山
縁
起
書
写

Ａ

抑
当
山
の
濫
觴
は
、
人
皇
四
十
五
代
聖
武
天
皇
之
御
宇
神
亀
年
中
行
基
菩
薩

の
創
建
に
し
て
、
本
尊
聖
観
音
自
在
菩
薩
の
御
長
六
尺
有
余
の
立
像
并
に
脇
土

（
士
カ

）
不
動
・
毘
沙
門
共
に
是
行
基
尊
都
一
刀
三
礼
し
て
刻
せ
給
ふ
尊
作
也
。

此
時
行
基
本
尊
に
誓
し
て
鬼
門
除
災
之
願
を
発
し
梅
之
木
の
以
散
杖
当
寺
境
内

巌
穴
を
加
持
し
給
ふ
。
忽
涌
泉
滔
々
た
り
。
以
此
水
符
を
調
へ
一
切
衆
生
の
疾

病
、
難
産
の
女
に
施
す
時
は
、
必
ず
安
全
な
さ
し
め
ん
と
の
御
誓
な
り
。
此
水

あ
ら
ん
限
り
は
我
誓
願
空
し
か
ら
ず
と
示
し
給
ふ
。
今
本
堂
の
後
ろ
に
涌
出
す

阿
伽
井
の
水
是
な
り
。
奇
成
哉
此
霊
水
不
浄
の
意
味
あ
る
時
は
内
に
水
音
有
て

も
か
な
ら
ず
不
出
、
清
浄
の
法
を
修
す
る
時
は
速
に
出
る
事
顕
然
た
り
。
猶
示

曰
く
弥
誓
願
空
し
か
ら
ず
ば
此
散
杖
も
末
世
に
磐
も
止
ん
と
側
の
地
に
さ
し
給

ふ
。
宜
哉
一
老
木
と
な
れ
り
。
依
是
を
散
杖
木
と
云
伝
う
。
天
正
之
度
、
当
国

一
円
兵
乱
す
。
四
ツ
畝
忍
山
城
攻
之
砌
、
為
太
閤
秀
吉
境
内
焼
亡
す
。
悲
哉
此

散
杖
過
半
枯
木
と
な
り
、
今
の
散
杖
は
実
生
之
再
木
也
。
当
寺
四
ツ
畝
よ
り
西

南
に
あ
た
り
、
是
よ
り
四
ツ
畝
丑
寅
に
当
れ
り
。
代
々
鬼
門
除
災
の
祈
願
地
な

り
。
往
昔
よ
り
四
ツ
畝
に
並
ぶ
堂
婦
路
の
山
上
当
寺
旧
跡
な
り
。
鎮
守
六
社
大

権
現
鎮
座
し
給
ふ
。
中
興
加
持
の
地
に
移
す
。
今
の
寺
是
な
り
。

Ｂ

当
国
出
生
玄
賓
僧
都
、
母
の
胎
内
に
託
す
る
事
十
二
カ
月
、
母
公
大
い
に
案

じ
給
ひ
、
当
山
に
祈
ら
せ
給
ふ
。
則
夢
中
に
霊
童
来
り
、『
仏
縁
の
男
子
無
難

に
出
生
す
へ
し
』
と
教
あ
り
て
、
十
三
カ
月
に
平
産
あ
り
。
困
て
七
十
五
日
を

経
て
、
母
子
共
一
七
日
参
籠
仕
給
ひ
、
厚
く
仏
恩
を
礼
敬
し
、
臍
の
帯
を
納
め

給
ふ
。
猶
童
子
の
行
末
を
祈
給
と
云
如
、
仏
教
生
長
の
の
ち
僧
と
成
、
名
を
発
、

海
内
て
当
国
七
名
人
の
其
壱
人
な
り
。
則
阿
賀
郡
湯
川
に
庵
居
し
給
へ
ば
、
程

近
く
折
々
登
山
有
。
山
寺
の
渡
業
は
如
斯
と
鹿
を
呼
て
牛
に
か
へ
田
畑
を
耕
し

戯
給
ふ
と
云
。
僧
都
の
歌
／
山
田
も
る
僧
都
の
身
こ
そ
悲
し
け
れ
　
あ
き
は
て

ぬ
れ
ば
問
う
人
も
な
し
／
奇
篤
広
大
成
霊
場
た
る
を
も
っ
て
広
大
山
と
と
な

へ
、
臍
帯
奉
納
の
以
因
縁
臍
帯
寺
と
改
給
ふ
。
其
先
、
細
尾
寺
と
云
り
。
妊
娠

胎
中
為
守
護
加
持
帯
を
出
す
事
是
也
。
猶
出
産
長
引
く
も
の
に
か
ね
の
帯
を
授

る
も
矢
張
此
因
縁
也
。

Ｃ

永
正
の
頃
、
松
山
城
内
に
障
災
有
て
不
止
。
占
方
に
問
給
へ
ば
、
是
よ
り
丑

寅
に
当
り
希
有
之
霊
仏
あ
り
。
是
を
祈
給
へ
ば
速
に
治
る
べ
し
。
是
全
鬼
門
の

災
也
と
す
。
則
諸
士
に
命
じ
て
尋
ね
給
ふ
に
此
本
尊
也
。
仍
て
鬼
門
除
災
の
御

祈
祷
を
示
給
ふ
。
其
夜
則
示
現
あ
り
て
障
化
速
に
去
し
よ
り
、
今
に
至
っ
て
松

山
御
城
鬼
門
除
災
の
霊
場
と
定
り
、
正
五
九
月
鎮
札
納
来
る
事
今
に
退
転
な
し
。

天
正
年
中
よ
り
当
国
一
円
兵
乱
す
。
四
ツ
畝
再
度
落
城
の
砌
、
残
兵
院
内
に
忍

と
疑
ひ
伽
藍
悉
く
焼
亡
す
。
時
に
不
思
議
と
本
尊
三
体
回
録
（
禄
カ

）
殃
な
く
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逸
爵
と
し
て
灰
の
中
に
残
り
給
ふ
。
煙
風
に
あ
た
り
給
ふ
色
も
見
え
ず
と
な
ん
。

仏
願
不
遠
此
年
の
大
将
陣
中
に
狂
死
せ
し
と
云
伝
。
可
恐
々
々
。
別
し
て
女
子

の
難
産
を
あ
わ
れ
み
給
ひ
、
一
度
登
山
し
て
結
縁
の
輩
は
か
な
ら
ず
平
産
成
し

め
ん
と
の
御
誓
也
。
鳴
呼
、
星
霜
遠
く
積
る
と
も
、
仏
徳
の
著
明
事
如
是
。
其

外
奇
談
あ
げ
て
数
る
に
不
遑
と
云
々
。
／
茲
本
尊
開
扉
の
時
正
に
至
る
と
い
へ

ど
も
、
貧
寺
小
且
難
為
以
何
朝
昏
悲
泣
袂
を
湿
す
。
依
之
発
大
願
有
無
の
両
縁

の
壇
門
を
叩
、
密
法
の
祈
祷
を
修
し
、
施
主
の
以
多
力
開
扉
満
願
至
今
日
十
方

の
善
男
女
迎
へ
拝
礼
あ
り
。
心
中
の
諸
願
を
備
へ
、
奇
篤
広
大
の
霊
験
を
受
給

へ
。
心
信
請
願
の
輩
は
患
病
平
癒
災
障
消
除
富
貴
開
運
の
場
に
至
ら
ん
事
、

夢
々
疑
あ
る
べ
か
ら
ず
。
穴
賢
々
々
。

今
月
今
日
　
　
現
住
法
印
　
英
学
　
謹
白

こ
の
「
広
大
山
縁
起
」
に
は
、
行
基
伝
承
と
玄
賓
伝
承
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ

る
。
縁
起
の
Ａ
部
分
に
は
、
神
亀
年
中
（
七
二
四
〜
七
二
九
）
に
行
基
（
六
六
八
〜
七

四
九
）
が
四
ツ
畝
山
の
堂
婦
路
と
い
う
所
に
寺
を
創
建
し
た
が
、
天
正
（
一
五
七
三

〜
一
五
九
二
）
の
頃
に
兵
火
で
焼
亡
し
た
た
め
、
現
在
地
に
移
転
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
行
基
が
本
尊
の
聖
観
世
音
菩
薩
と
脇
侍
の
不
動
・
毘
沙
門
の
計
三
像
を

彫
っ
た
と
い
う
仏
像
造
立
伝
説
や
、
行
基
が
梅
の
木
の
散
杖
で
巌
穴
を
加
持
す
る
と

泉
が
わ
い
た
と
い
う
「
杖
つ
き
井
戸
（
弘
法
水
）」
の
伝
説
、
行
基
が
地
に
さ
し
た
そ

の
散
杖
が
根
付
い
て
老
木
と
な
り
「
散
杖
木
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
「
杖
梅
」

の
伝
説
な
ど
、
全
国
に
広
く
分
布
す
る
話
型
が
縁
起
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

玄
賓
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
の
は
Ｂ
部
分
で
あ
る
。
こ
の
Ｂ
部
分
に
よ
れ
ば
、
備

中
国
で
出
生
し
た
玄
賓
は
、
母
の
胎
内
で
十
二
カ
月
た
っ
て
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
た

め
、
母
が
細
尾
寺
で
祈
る
と
、
夢
で
霊
童
が
『
仏
縁
の
あ
る
男
子
が
無
事
に
生
ま
れ

る
で
あ
ろ
う
』
と
告
げ
、
十
三
カ
月
で
生
ま
れ
た
。
よ
っ
て
、
七
十
五
日
を
経
て
、

母
子
共
に
参
籠
し
て
仏
恩
を
謝
し
て
臍
帯
を
納
め
た
。
長
じ
て
名
僧
と
な
り
、
阿
賀

郡
湯
川
に
庵
居
し
、
近
い
の
で
折
々
こ
の
山
寺
に
登
っ
て
き
た
。
臍
帯
奉
納
の
因
縁

か
ら
、
細
尾
寺
を
臍
帯
寺
と
改
め
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ｃ
部
分
に
は
、
永
正
（
一
五
〇
四
〜
一
五
二
一
）
の
頃
よ
り
松
山
城
の
鬼
門
除
災
の

霊
場
と
さ
れ
た
こ
と
、
天
正
年
中
の
四
ツ
畝
城
落
城
の
際
に
焼
亡
し
た
が
本
尊
三
体

は
焼
け
残
っ
た
こ
と
、
寺
を
焼
い
た
大
将
が
陣
中
で
狂
死
し
た
こ
と
、
寺
に
参
詣
し

た
女
性
は
安
産
す
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
広
大
山
縁
起
」（
片
山
家
文
書
）
を
草
し
た
の
は
、
縁
起
の
末
尾
に
「
現
住

法
院
　
英
学
　
謹
白
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
臍
帯
寺
現
住
三
十
七
世
大
本
一
学
氏
よ

り
四
代
前
の
三
十
三
世
大
本
英
学
氏
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
一

学
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
縁
起
の
元
と
な
る
文
献
は
現
在
見
あ
た
ら
な
い
そ
う
で
あ
る

か
ら
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
頃
の
土
地
の
伝
承
を
参
考
と
し
て
、
英

学
氏
が
お
そ
ら
く
明
治
期
に
ま
と
め
た
も
の
か
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
作
成
年
次

を
詰
め
る
な
ら
、
縁
起
の
Ｃ
部
分
に
「
茲
本
尊
開
扉
の
時
正
に
至
る
と
い
へ
ど
も
」

と
記
さ
れ
て
い
る
部
分
が
手
が
か
り
に
な
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
こ
の
縁
起
が
臍
帯

寺
で
三
十
三
年
に
一
回
行
わ
れ
て
き
た
観
音
堂
御
開
扉
の
法
要
の
際
に
作
成
さ
れ
た

も
の
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
臍
帯
寺
の
観
音
堂
御
開
扉
は
、
新
し
い
年
代
順
に
さ

か
の
ぼ
っ
て
記
す
と
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
。
本

来
は
昭
和
三
十
六
年
で
あ
っ
た
が
、
記
念
の
釣
り
鐘
の
鋳
造
の
遅
れ
で
一
年
延
期
さ
れ
た
と

い
う
）、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
と
、
三
十
三
年
ご

と
に
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
広
大
山
縁
起
」
が
作
成
さ
れ
た
の

は
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
の
観
音
堂
御
開
扉
の
年
と
推
定
さ
れ
る
。

Ⅲ
　
臍
帯
寺
と
玄
賓
の
母

次
に
、
行
基
開
基
伝
説
や
玄
賓
と
母
の
伝
説
な
ど
の
、
臍
帯
寺
を
め
ぐ
る
種
々
の

伝
説
が
、
土
地
で
ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
を
み
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
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〈
事
例
３
〉「
臍
帯
寺
の
開
基
と
移
転
の
由
来
」

あ
の
ね
、
こ
こ
の
お
寺
自
体
は
ね
、
場
所
は
こ
こ
に
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す

よ
。
場
所
は
こ
れ
か
ら
二
キ
ロ
ぐ
ら
い
、
ち
ょ
う
ど
、
北
の
方
に
入
り
ま
し
た
、
四

ツ
畝
（
よ
つ
う
ね
）
っ
て
、
こ
こ
ら
じ
ゃ
四
ツ
畝
と
呼
ぶ
ん
で
す
が
、
山
が
あ
り
ま

し
て
、
そ
れ
の
、
こ
ち
ら
か
ら
行
く
、
そ
ち
ら
へ
向
け
る
道
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

そ
の
道
の
、
四
ツ
畝
ま
で
行
く
ち
ょ
っ
と
手
前
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
こ
に
堂
風
呂

（
ど
う
ぶ
ろ
）
っ
て
ゆ
う
、
字
名
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
こ
に
ど
う
も
こ
の
お
寺
は
あ
っ

た
よ
う
で
す
。（
中
略
）
あ
れ
が
で
す
ね
、
安
土
桃
山
時
代
の
初
め
ぐ
ら
い
で
し
ょ

う
か
ね
、
あ
そ
こ
（
堂
風
呂
）
に
あ
り
ま
し
た
、
お
寺
が
ね
、
ま
あ
い
わ
ば
兵
火
に

遭
い
ま
し
て
ね
。
何
か
、
敵
が
、
逃
げ
込
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
火
を
つ
け
ら
れ
て
。

ま
あ
、
こ
れ
言
い
伝
え
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
時
、
ご
本
尊
を
、
持
ち
出
し
た
方
が

い
て
、
そ
の
ご
本
尊
を
安
置
す
る
場
所
っ
て
い
う
の
を
、
ま
あ
、
ど
こ
に
し
よ
う
か

っ
て
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
時
に
、
こ
こ
へ
、
閼
伽
井
戸
（
あ
か
い
ど
）
っ
て
い
い
ま

し
て
ね
、
密
教
で
は
儀
式
の
時
に
閼
伽
水
（
あ
か
す
い
）
と
い
う
お
水
を
使
う
ん
で

す
よ
。
そ
の
お
水
を
く
み
ま
す
井
戸
が
、
井
戸
と
い
う
よ
り
わ
き
水
な
ん
で
す
よ
。

わ
き
水
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
か
ら
水
を
取
っ
て
た
、
こ
こ
へ
く
み
に
来
て
、

使
っ
て
い
た
。
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
閼
伽
井
戸
が
こ
こ
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、

じ
ゃ
閼
伽
井
戸
の
そ
ば
へ
、
火
災
の
中
か
ら
持
ち
出
し
た
ご
本
尊
を
安
置
し
よ
う
と
、

い
う
こ
と
に
な
っ
て
こ
の
場
所
へ
。（
中
略
）
行
基
井
戸
っ
て
ゆ
っ
て
、
閼
伽
水
を

お
供
え
す
る
た
め
の
、
水
を
、
く
む
場
所
と
し
て
、
行
基
さ
ん
が
こ
う
寺
を
造
ら
れ

た
時
に
も
う
こ
こ
の
、
と
こ
ろ
へ
、
水
を
お
供
え
す
る
の
に
こ
こ
か
ら
く
ん
だ
と
い

う
、
あ
れ
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
そ
れ
で
こ
こ
が
行
基
井
戸
と
い
わ
れ
る
ん
で
す
け
ど
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
き
ち
っ
と
し
た
名
前
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
そ
う
い

う
、
言
い
伝
え
に
は
な
っ
て
ま
す
け
ど
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
土
地
の
人
が
昔
か
ら

よ
う
ら
れ
た
か
、
そ
う
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。
言
い
伝
え
で

は
ね
、
で
す
か
ら
、
神
亀
三
年
で
す
か
ら
、
七
二
六
年
、
に
造
ら
れ
た
こ
と
に
は
な

っ
て
る
ん
で
す
よ
。
開
山
で
す
ね
。
い
わ
れ
で
は
、
聖
武
天
皇
の
勅
願
で
、
こ
の
地

へ
造
ら
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
は
い
わ
れ
て
ま
す
け
ど!2

。

〈
事
例
３
〉
に
は
、
臍
帯
寺
の
開
基
と
移
転
の
由
来
が
語
ら
れ
て
い
る
。
臍
帯
寺

は
、
聖
武
天
皇
の
勅
願
で
神
亀
三
年
に
行
基
が
開
基
し
た
と
さ
れ
、
最
初
四
峰
山

（
四
ツ
畝
山
）
の
堂
風
呂
と
い
う
所
に
あ
っ
た
が
、
兵
火
で
焼
け
た
た
め
現
在
地
に
移

転
し
た
と
い
う
。
現
在
地
は
、
行
基
井
戸
と
よ
ば
れ
る
閼
伽
水
を
く
む
井
戸
が
あ
る

場
所
で
あ
っ
た
た
め
、
移
転
の
地
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
も
こ
の
行

基
井
戸
は
臍
帯
寺
の
本
堂
奥
の
崖
下
に
あ
り
、
岩
の
奥
か
ら
わ
い
た
水
が
、
岩
の
く

ぼ
み
に
た
ま
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
現
住
一
学
氏
に
よ
る
と
、
行
基
井
戸
の
奥

は
鍾
乳
洞
に
な
っ
て
お
り
、
水
の
出
が
悪
く
な
っ
た
の
で
先
住
の
代
に
穴
を
大
き
く

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
穴
の
奥
に
は
三
、
四
メ
ー
ト
ル
位
し
か
入
れ
な
い
と
い
う
）。

前
節
で
み
た
「
広
大
山
縁
起
」
の
Ａ
部
分
に
は
、
行
基
が
梅
の
木
の
散
杖
で
巌
穴
を

加
持
す
る
と
泉
が
わ
い
た
と
い
う
「
杖
つ
き
井
戸
」
の
伝
説
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、

行
基
に
由
来
す
る
と
い
う
伝
説
的
井
戸
の
あ
る
場
所
が
現
在
の
臍
帯
寺
の
地
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
兵
火
で
焼
け
て
現
在
地
に
移
転
し
た
時
の
こ
と
に
関
し
て
は
、「
広

大
山
縁
起
」
の
Ｃ
部
分
の
記
述
に
詳
し
い
。
な
お
、
兵
火
に
あ
っ
た
時
に
本
尊
三
体

が
焼
け
残
っ
た
こ
と
や
、
寺
を
焼
い
た
大
将
が
狂
死
し
た
こ
と
に
関
し
て
も
、
土
地

で
伝
説
の
断
片
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

〈
事
例
４
〉「
玄
賓
の
母
と
臍
帯
寺
」

こ
れ
も
、
厳
密
に
、
ど
う
な
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
私
が
爺
さ
ん
か
ら
聞

い
た
の
は
ね
、
玄
賓
僧
都
が
お
生
ま
れ
に
な
る
前
に
お
母
さ
ん
が
で
す
ね
、
こ
の
寺

の
観
音
様
が
非
常
に
御
利
益
が
あ
る
と
い
う
の
を
お
聞
き
に
な
っ
て
、
で
こ
こ
へ
お

見
え
に
な
り
ま
し
て
ね
。
そ
の
辺
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
、
話
の
物
語
に
な
っ
て
し
ま
う

ん
で
す
け
ど
。
何
か
、
十
月
十
日
を
過
ぎ
て
、
来
ら
れ
た
ら
し
い
ん
で
す
け
ど
、
な

か
な
か
お
生
ま
れ
に
な
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
お
母
さ
ん
は
こ
こ
の
、
観

音
様
へ
お
参
り
に
な
っ
て
、
安
産
を
祈
願
し
た
と
こ
ろ
が
そ
の
、
み
や
す
く
お
産
を
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し
た
、
い
う
言
い
伝
え
は
聞
い
て
い
ま
す!3

。

こ
の
〈
事
例
４
〉「
玄
賓
の
母
と
臍
帯
寺
」
は
、
玄
賓
の
母
が
十
月
十
日
を
過
ぎ

て
も
子
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
、
臍
帯
寺
の
観
音
様
へ
お
参
り
に
な
っ
て
安
産
を

祈
願
す
る
と
無
事
に
生
ま
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
〈
事
例
１
〉「
玄

賓
生
誕
地
高
僧
屋
敷
と
臍
帯
寺
」
で
、
玄
賓
の
母
が
小
殿
か
ら
臍
帯
寺
に
参
っ
て
腹

帯
を
も
ら
い
、
男
の
子
が
で
き
た
か
ら
そ
の
臍
帯
（
へ
そ
の
お
）
を
寺
に
納
め
た
と

い
う
伝
説
を
み
た
よ
う
に
、
伝
承
の
中
で
は
、
玄
賓
と
臍
帯
寺
は
深
い
関
係
が
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
伝
承
で
は
、
玄
賓
の
母
が
生
ま
れ
た
子
の
臍
帯
（
へ
そ
の
お
）

を
寺
に
納
め
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
細
尾
寺
（
ほ
そ
お
じ
）」
と
い
う
寺
の
表
記
が

「
臍
帯
寺
」
と
改
め
ら
れ
た
と
さ
れ
、
今
で
も
臍
帯
寺
の
観
音
は
安
産
観
音
と
し
て

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
前
節
で
み
た
「
広
大
山
縁
起
」
の
Ｂ
部
分
に
は
、
玄
賓
の
母

が
細
尾
寺
で
祈
る
と
夢
で
霊
童
が
お
告
げ
を
し
、
無
事
に
十
三
カ
月
で
生
ま
れ
た
た

め
、
後
日
母
子
共
に
参
籠
し
て
仏
恩
を
謝
し
て
臍
帯
を
納
め
た
こ
と
な
ど
詳
し
い
状

況
説
明
が
な
さ
れ
て
い
て
、
参
考
に
な
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
臍
帯
寺
周
辺
で
玄
賓

の
伝
説
を
知
る
人
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、「
広
大
山
縁
起
」
の
記
述
が
現
在
で
は
最

も
詳
し
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。〈
事
例
４
〉
は
、
現
住
一
学
氏
の
語
り
で
、
先

住
か
ら
聞
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
広
大
山
縁
起
」
や
〈
事
例
３
〉
で
み
た
よ
う
に
、
現
在
地
に
移
転
す
る
前
、
臍

帯
寺
は
四
峰
山
（
四
ツ
畝
山
）
の
山
麓
の
堂
風
呂
（
堂
婦
路
）
に
あ
っ
た
と
い
う
。
土

地
の
伝
承
で
は
、
玄
賓
は
北
房
町
上
水
田
小
殿
で
生
ま
れ
、
小
殿
に
住
む
玄
賓
の
母

が
四
ツ
畝
山
の
山
麓
の
堂
風
呂
に
あ
っ
た
細
尾
寺
に
お
参
り
に
な
っ
て
安
産
を
祈
願

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
小
殿
周
辺
と
四
ツ
畝
山
麓
を

結
ぶ
山
道
が
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。
北
房
で
は
、
そ
の
道
を
臍
帯
道
（
ほ

そ
ん
じ
み
ち
）
と
呼
ん
で
い
る
。

〈
事
例
５
〉「
臍
帯
寺
道
」

そ
れ
（
臍
帯
寺
道
）
は
ね
え
、
そ
こ
か
ら
ず
う
っ
と
そ
こ
を
、
も
う
歩
い
て
は
と

て
も
行
け
や
し
ま
せ
ん
が
、
向
こ
う
の
山
を
越
し
て
行
く
何
（
道
）
が
あ
る
ん
で
す
。

も
う
い
わ
ゆ
る
有
漢
（
う
か
ん
）、
有
漢
町
へ
ね
え
、
も
う
ず
っ
と
通
う
の
に
、
山
越

し
。
今
は
通
れ
ん
と
思
い
ま
す
よ
。
私
ら
は
、
山
へ
草
ぁ
刈
り
に
、
尾
根
伝
い
に
ね

え
行
っ
て
か
ら
、
向
こ
う
へ
越
し
て
下
り
た
ら
も
う
、
有
漢
町
。
あ
の
山
の
、
境
界

の
向
こ
う
が
ね
え
、
有
漢
に
な
る
。
こ
っ
ち
は
中
津
井
で
す
け
ど
。
あ
の
四
ツ
畝

（
よ
つ
う
ね
）
ゆ
う
山
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
な
、
あ
の
四
っ
つ
こ
う
畝
に
な
っ
た
な
あ
。

昔
お
城
が
あ
っ
た
。（
臍
帯
寺
は
）
四
ツ
畝
の
す
ぐ
奥
へ
あ
っ
た
の
が
、
後
に
、
出
て

き
て
。
ま
あ
そ
の
す
ぐ
近
く
へ
部
落
が
あ
り
ま
す
け
ど
な!4

。

北
房
町
上
水
田
小
殿
で
採
集
し
た
〈
事
例
５
〉
は
、
北
房
町
の
小
殿
周
辺
か
ら
有

漢
町
の
四
ツ
畝
に
向
か
う
山
道
（
臍
帯
寺
道
）
が
か
つ
て
あ
っ
た
と
い
う
語
り
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
道
に
関
し
て
、『
北
房
町
史
　
民
俗
編
』「
臍
帯
寺
道
（
ほ
そ
ん
じ

み
ち
）」
の
項
に
は
「
小
殿
の
奥
の
池
の
と
こ
ろ
か
ら
、
曽
根
伝
い
に
登
っ
て
、
高

妻
山
の
南
側
へ
出
て
、
た
ら
の
木
か
ら
登
っ
た
、
前
述
の
道
に
合
す
る
道
が
あ
る
。

こ
の
道
も
利
用
す
る
人
が
多
か
っ
た
。」!5

と
記
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
臍
帯
寺
道
の
途
中

に
近
年
ま
で
大
き
な
古
い
「
た
ら
の
木
」
が
あ
っ
た
た
め
、「
た
ら
の
木
道
」
と
も
呼
ば
れ
て

い
た
そ
う
で
あ
る
）。
小
殿
周
辺
か
ら
旧
臍
帯
寺
へ
向
か
う
臍
帯
寺
道
は
、
現
在
は
通

る
人
も
い
な
い
が
、
か
つ
て
は
多
く
の
人
が
利
用
し
た
道
で
あ
っ
た
と
い
う
。
小
殿

の
地
か
ら
旧
臍
帯
寺
へ
玄
賓
の
母
が
参
詣
し
た
と
い
う
伝
説
は
、
か
つ
て
の
こ
の
地

域
の
生
活
圏
・
信
仰
圏
の
範
囲
の
中
で
生
ま
れ
た
、
生
活
実
態
に
即
し
た
伝
説
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
興
味
深
い
。

細
尾
寺
が
臍
帯
寺
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、『
有
漢
町
史
　
地
区
誌
編
』

は
、「
伝
承
に
よ
る
と
奈
良
時
代
の
昔
、
玄
賓
僧
都
の
誕
生
の
時
こ
の
寺
に
籠
っ
て

霊
験
が
あ
っ
た
の
で
安
産
に
ち
な
ん
で
こ
の
寺
名
に
変
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
た

が
、
現
在
残
っ
て
い
る
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
の
棟
札
に
よ
る
と
細
尾
寺
と
な
っ

て
お
り
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
の
棟
札
に
は
臍
帯
寺
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の

こ
ろ
に
変
え
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
、
享
保
の
こ
ろ
の
名
僧
宥
雅
上
人
が
安
産
観
音
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の
御
利
益
を
た
た
え
て
寺
名
を
、
読
み
を
そ
の
ま
ま
に
、
文
字
だ
け
を
変
え
た
と
い

わ
れ
て
い
る
」!6

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
解
説
文
は
、
享
保
の
頃
に
臍
帯
寺
と
変
わ
っ

た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
時
代
に
玄
賓
の
母
が
臍
帯
を
納
め
た
こ
と
に
よ
り

寺
名
が
変
え
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
別
の
面
か
ら

い
え
ば
、
享
保
の
頃
に
玄
賓
の
臍
帯
奉
納
伝
説
が
広
が
り
、
そ
の
結
果
寺
名
表
記
が

臍
帯
寺
と
変
え
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
享

保
十
二
年
と
享
保
十
三
年
の
棟
札
に
「
広
大
山
臍
帯
寺
宥
雅
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

享
保
の
頃
に
寺
名
表
記
を
「
臍
帯
寺
」
と
改
め
た
人
物
と
み
ら
れ
て
い
る
宥
雅
は
、

元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
入
寂
し
、
そ
の
墓
塔
に
は
「
当
山
中
興
開
基
」
と
記
さ

れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る!7

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
衰
え
た
寺
勢
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
、

宥
雅
が
享
保
の
頃
に
玄
賓
の
臍
帯
奉
納
伝
説
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
寺
名
表
記
を

改
め
、
そ
の
結
果
、
寺
勢
が
回
復
し
て
「
当
山
中
興
開
基
」
と
た
た
え
ら
れ
た
可
能

性
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
の
棟
札

に
「
臍
帯
寺
」
と
い
う
表
記
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
逆
に
、
玄
賓
の
臍
帯
奉
納
伝
説

が
生
じ
た
時
期
は
、
少
な
く
と
も
享
保
の
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

Ⅳ
　
郡
神
社
と
玄
賓

玄
賓
が
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
説
が
残
っ
て
い
る
岡
山
県
上
房
郡
北
房
町
上
水
田
小

殿
に
は
、
郡
神
社
（
こ
お
り
じ
ん
じ
ゃ
）
と
い
う
神
社
が
あ
る
。
郡
神
社
は
、
こ
の

地
で
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
吉
備
稚
武
彦
命
を
祭
神
と
す
る
旧
郷
社
で
、
近
世
阿
賀

郡
の
一
宮
と
さ
れ
た
古
社
で
あ
る
。
神
社
の
西
南
に
あ
る
前
方
後
円
墳
は
吉
備
稚
武

彦
命
の
古
墳
で
あ
る
と
い
う
。
上
水
田
小
殿
の
「
高
僧
屋
敷
」
の
す
ぐ
前
に
あ
る
古

社
で
あ
る
た
め
か
、
玄
賓
と
の
関
わ
り
を
伝
え
る
伝
説
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

〈
事
例
６
〉「
郡
神
社
と
玄
賓
の
下
馬
と
が
め
」

郡
神
社
は
ね
え
、
こ
の
、
玄
賓
さ
ん
が
な
ん
か
、
馬
へ
乗
っ
て
ね
え
、
そ
こ
を
、

郡
神
社
の
前
を
通
っ
た
ら
、
な
ん
か
馬
が
あ
ば
れ
て
か
ら
、

「
こ
り
ゃ
あ
偉
い
、
神
さ
ん
を
祭
っ
た
ん
じ
ゃ
な
あ
」
い
う
て
か
ら
い
わ
れ
た
と
か

い
う
、
そ
の
ま
あ
、
言
い
伝
え
な
ん
で
す
け
ど
。
そ
う
い
う
こ
と
で
ま
あ
、
こ
の
郡

神
社
は
ま
だ
古
い
で
す
し
ね
え
。
こ
こ
は
も
う
、
今
あ
れ
書
い
て
あ
る
よ
う
に
奈
良

時
代
の
な
ん
で
す
か
ら
な
あ
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
ま
あ
、
こ
こ
を
行
き
来
さ
れ
る

の
に
、
玄
賓
さ
ん
が
そ
う
よ
う
な
こ
と
を
、
言
わ
れ
た
い
う
て
か
ら
。

あ
ば
れ
て
、
へ
で
も
う
、
こ
こ
は
も
う
降
り
て
、
ま
あ
い
わ
ゆ
る
、
高
貴
な
人
を

祭
っ
た
、
お
宮
じ
ゃ
か
ら
い
う
ん
で
、
さ
れ
た
と
か
い
う
の
は
聞
い
と
る
ん
で
す
け

ど
な
あ
。
玄
賓
さ
ん
が
言
わ
れ
た
い
う
て
。

郡
神
社
は
古
い
で
す
。
こ
れ
は
も
う
、
四
道
（
し
ど
う
）
将
軍
時
代
で
す
か
ら
吉

備
津
彦
命
の
ね
え
、
弟
が
こ
っ
ち
来
て
こ
の
へ
ん
か
ら
ま
あ
そ
の
、
山
陰
の
方
を
治

め
て
、
へ
で
最
終
的
に
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
ん
で
す
と
、
あ
の
吉
備
稚
武
彦
命!8

。

こ
の
「
郡
神
社
と
玄
賓
の
下
馬
と
が
め
」
は
、
玄
賓
が
馬
に
乗
っ
て
郡
神
社
の
前

を
通
っ
た
と
こ
ろ
、
馬
が
あ
ば
れ
た
の
で
「
こ
り
ゃ
あ
偉
い
神
さ
ん
を
祭
っ
た
ん
じ

ゃ
な
あ
」
と
言
っ
て
下
馬
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
郡
神
社
の
前
を
乗
馬

で
過
ぎ
る
と
落
馬
す
る
と
い
う
「
下
馬
と
が
め
」
の
伝
説
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

『
上
房
郡
誌
』
に
も
「
玄
賓
僧
都
嘗
て
騎
馬
に
て
廟
前
を
過
ぎ
ん
と
し
馬
前
ま
ず
、

異
み
里
人
に
正
せ
し
に
古
来
有
位
有
官
の
人
廟
前
を
過
ぎ
欠
礼
せ
ば
忽
ち
神
罰
あ
り

と
聞
き
馬
を
下
り
て
罪
を
謝
し
た
り
、
乃
ち
僧
都
其
の
霊
験
に
感
じ
贈
位
を
請
ひ
現

今
の
地
に
社
殿
を
造
り
奉
遷
し
正
一
位
郡
大
明
神
と
称
す
」!9

と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
上
房
郡
誌
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
玄
賓
は
郡
神
社
の
霊
験
に
感
じ
て
正
一
位
の
贈

位
を
請
い
、
今
の
地
に
社
殿
を
造
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
郡
神
社
に
残
さ
れ

て
い
る
文
書
等
に
よ
れ
ば
、「
享
保
四
年
か
ら
同
二
十
年
に
至
る
間
に
」
従
一
位
か

ら
正
一
位
に
昇
位
し
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る@0

。
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上
水
田
小
殿
に
関
し
て
、『
岡
山
県
の
地
名
』
に
は
「
上
水
田
小
殿
に
英
賀
郡
衙

跡
と
推
定
さ
れ
て
い
る
遺
跡
が
あ
り
、
近
く
に
郡
神
社
も
存
在
し
、
英
賀
郡
の
政
治

的
中
心
と
し
て
の
位
置
を
占
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
白
鳳
期
に
建
立
さ
れ
吉
備

寺
式
瓦
を
も
つ
英
賀
廃
寺
も
上
水
田
に
あ
り
、
備
中
南
部
の
勢
力
と
密
接
な
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」@1

と
記
さ
れ
て
い
る
。
地
名
「
高
僧
屋
敷
」
や
郡
神
社

の
あ
る
上
水
田
小
殿
は
、
か
つ
て
は
英
賀
郡
の
政
治
的
中
心
と
し
て
の
位
置
を
占
め
、

近
く
に
は
白
鳳
期
に
建
立
さ
れ
吉
備
寺
式
瓦
を
も
つ
英
賀
廃
寺
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

の
記
述
か
ら
、
こ
の
地
な
ら
ば
玄
賓
生
誕
地
伝
説
が
生
じ
て
も
お
か
し
く
な
い
こ
と

が
わ
か
り
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

結
　
語

以
上
で
、
こ
れ
ま
で
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
備
中
国
の
玄
賓
生
誕
地
伝
説

に
つ
い
て
の
筆
者
な
り
の
論
述
を
終
え
る
こ
と
と
す
る
。
岡
山
県
上
房
郡
北
房
町
上

水
田
小
殿
周
辺
お
よ
び
上
房
郡
有
漢
町
上
有
漢
周
辺
に
お
け
る
玄
賓
の
伝
説
と
し
て

は
、「
玄
賓
生
誕
地
高
僧
屋
敷
と
臍
帯
寺
」「
高
僧
屋
敷
と
行
者
様
」「
玄
賓
の
母
と

臍
帯
寺
」「
郡
神
社
と
玄
賓
の
下
馬
と
が
め
」
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
玄
賓
の
母
が

玄
賓
の
臍
帯
を
納
め
た
と
い
う
広
大
山
臍
帯
寺
に
は
「
広
大
山
縁
起
」
が
あ
る
。
こ

の
「
広
大
山
縁
起
」
は
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
頃
の
土
地
の
伝
承
を

参
考
と
し
て
、
臍
帯
寺
三
十
三
世
大
本
英
学
氏
が
、
臍
帯
寺
で
三
十
三
年
に
一
回
行

わ
れ
て
き
た
観
音
堂
御
開
扉
の
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
の
法
要
の
際
に
作
成

し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
新
し
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
現
在
で
は
す
で
に
聞
く
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
玄
賓
に
関
す
る
伝
説
や
臍
帯
寺
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
記

さ
れ
て
お
り
、
伝
説
研
究
の
う
え
で
は
有
益
で
あ
る
。

「
広
大
山
縁
起
」
に
よ
れ
ば
、
備
中
国
で
出
生
し
た
玄
賓
は
、
母
の
胎
内
で
十
二

カ
月
た
っ
て
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
母
が
細
尾
寺
で
祈
る
と
、
夢
で
霊
童
が
安
産

を
告
げ
、
十
三
カ
月
で
生
ま
れ
た
。
後
、
母
子
共
に
参
籠
し
て
仏
恩
を
謝
し
て
臍
帯

を
納
め
、
臍
帯
奉
納
の
因
縁
か
ら
細
尾
寺
を
臍
帯
寺
と
改
め
た
。
長
じ
て
名
僧
と
な

っ
た
玄
賓
は
、
や
が
て
阿
賀
郡
湯
川
に
庵
居
し
、
湯
川
寺
と
近
い
の
で
折
々
こ
の
山

寺
に
登
っ
て
き
た
と
い
う
。

臍
帯
寺
に
は
行
基
開
基
伝
承
が
あ
る
。
行
基
が
本
尊
の
聖
観
音
菩
薩
等
三
像
を
彫

っ
た
と
い
う
仏
像
造
立
伝
説
や
、
行
基
が
梅
の
木
の
散
杖
で
巌
穴
を
加
持
す
る
と
泉

が
わ
い
た
と
い
う
「
杖
つ
き
井
戸
」
の
伝
説
、
地
に
さ
し
た
そ
の
散
杖
が
根
付
い
て

老
木
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
「
杖
梅
」
の
伝
説
な
ど
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の

臍
帯
寺
の
本
堂
奥
の
崖
下
に
あ
る
閼
伽
水
を
く
む
泉
は
、
行
基
井
戸
と
呼
ば
れ
て
い

る
。玄

賓
は
南
都
「
法
相
宗
」
興
福
寺
の
高
僧
で
あ
っ
た
。
玄
賓
が
活
躍
し
た
平
安
時

代
初
期
は
天
台
宗
や
真
言
宗
は
ま
だ
草
創
期
で
、
南
都
六
宗
（
三
論
・
法
相
・
華
厳
・

律
・
成
実
・
倶
舎
）
が
日
本
仏
教
の
主
流
の
時
代
で
あ
っ
た
。
岡
山
県
に
は
、「
法
相

宗
」
の
行
基
ゆ
か
り
の
寺
が
四
十
一
ヶ
寺
あ
る@2

。
こ
の
数
は
、
中
国
地
方
の
他
県
と

比
較
し
て
極
端
に
多
い
（
鳥
取
県
八
、
島
根
県
九
、
広
島
県
九
、
山
口
県
十
）@3

。
行
基
が

近
畿
地
方
を
出
る
こ
と
な
く
生
涯
を
終
え
た
こ
と
は
近
年
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
が
、
行
基
伝
承
を
持
つ
寺
は
全
国
で
千
四
百
ヶ
寺
に
の
ぼ
る@4

。
各
地
方

ご
と
に
、
行
基
伝
承
が
生
じ
た
原
因
は
異
な
る
と
み
ら
れ
る
が
、
筆
者
は
岡
山
県
に

行
基
伝
承
を
持
つ
寺
が
非
常
に
多
い
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
平
安
時
代
初
期
に
「
法

相
宗
」
の
玄
賓
が
来
訪
し
た
事
実
が
深
く
関
与
し
て
い
る
と
推
定
し
て
い
る
。
本
稿

で
検
討
し
た
臍
帯
寺
の
行
基
開
基
伝
承
も
、
玄
賓
と
備
中
国
と
の
関
係
の
深
さ
が
何

ら
か
の
影
響
を
与
え
て
成
立
し
た
と
み
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
玄
賓
生

誕
地
と
さ
れ
、「
高
僧
屋
敷
」
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
る
北
房
町
上
水
田
小
殿
は
、

か
つ
て
は
英
賀
郡
の
政
治
的
中
心
と
し
て
の
位
置
を
占
め
、
近
く
に
は
白
鳳
期
に
建

立
さ
れ
吉
備
寺
式
瓦
を
も
つ
英
賀
廃
寺
が
あ
っ
た
と
い
い
、
こ
の
地
な
ら
ば
玄
賓
生

誕
地
伝
説
が
生
じ
て
も
お
か
し
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
が
少
な
い
た
め
玄
賓
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の
生
誕
地
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
玄
賓
と
備
中
国
と
の
関
係
の
深
さ

を
考
え
る
と
、
備
中
国
に
玄
賓
生
誕
地
伝
説
が
生
じ
た
必
然
性
は
そ
れ
な
り
に
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
、
非
常
に
興
味
深
い
。

本
稿
で
は
、
備
中
国
に
お
け
る
玄
賓
生
誕
地
伝
説
に
つ
い
て
研
究
し
考
察
を
加
え

た
。
本
稿
で
検
討
で
き
な
か
っ
た
他
地
域
の
玄
賓
伝
説
の
解
明
に
関
し
て
は
、
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

注〔
本
稿
に
お
け
る
諸
資
料
よ
り
の
引
用
文
中
、
旧
漢
字
・
異
体
字
は
原
則
と
し
て
通
行
の

字
体
に
改
め
た
。〕

q

西
村
稔
氏
「
玄
賓
僧
都
観
の
変
遷
」（「
園
田
学
園
女
子
大
学
論
文
集
　
第
９
号
」

一
九
七
四
・
12
）、
原
田
行
造
氏
「
玄
賓
説
話
に
託
し
た
編
者
の
意
図
」（
同
氏
『
中

世
説
話
文
学
の
研
究
　
上
』
桜
楓
社
・
一
九
八
二
、
所
収
）、
渡
辺
貞
麿
氏
「
玄
賓
説

話
考
」（「
大
谷
学
報
」
一
九
八
六
・
２
）、
広
田
哲
通
氏
「
隠
者
の
原
型
―
玄
賓
像
の

形
成
―
」（
同
氏
『
中
世
仏
教
説
話
の
研
究
』
勉
誠
社
・
一
九
八
七
、
所
収
）、
ほ
か
。

w

例
え
ば
、
興
福
寺
本
『
僧
綱
補
任
』
弘
仁
五
年
の
項
に
、
大
僧
都
の
玄
賓
が
「
遁

去
住
二

備
中
国
湯
川
山
寺
一

」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』）
と
あ
り
、『
類
聚
国
史
』
第
百

八
十
五
・
仏
道
部
十
二
・
高
僧
の
弘
仁
七
年
八
月
二
十
日
の
項
に
「
玄
賓
法
師
住
二

備

中
国
哲
多
郡
一

」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』）
と
あ
る
。

e

拙
稿
「
備
中
国
湯
川
寺
に
お
け
る
玄
賓
伝
説
」（「
新
見
女
子
短
期
大
学
紀
要
　
第

17
巻
」
一
九
九
六
・
12
）
・
「
岡
山
県
に
お
け
る
玄
賓
僧
都
伝
説
の
研
究
」（「
文
化
、

芸
術
、
教
育
活
動
に
関
す
る
研
究
論
叢
　
第
16
集
」
両
備

園
記
念
財
団
、
二
〇
〇

三
・
８
）
・
「
備
中
国
に
お
け
る
玄
賓
終
焉
地
伝
説
」（「
論
究
日
本
文
学
　
第
79
号
」

二
〇
〇
三
・
12
）
・
「
湯
川
寺
縁
起
と
玄
賓
僧
都
伝
説
」（『
唱
導
文
学
研
究
　
第
四

集
』
三
弥
井
書
店
・
二
〇
〇
四
刊
行
予
定
）、
参
照
。

r

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
二
三
冊
、
七
八
頁
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
僧

綱
補
任
』（
原
蔵
興
福
寺
、
影
写
明
治
四
十
四
、
架
３
０
１
６
／
号
２
）
の
該
当
部
分

に
は
、「
六
月
十
七
日、
入
滅
」（
傍
点
筆
者
）
と
あ
る
。

t

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
〇
一
冊
、
一
〇
八
頁
。

y

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
〇
三
冊
、
六
三
八
〜
六
三
九
頁
。

u

奥
田
楽
淡
『
備
中
略
史
』（『
新
編
吉
備
叢
書
（
一
）』
歴
史
図
書
社
・
一
九
七
六
、

所
収
）、
一
二
七
頁
。

i

注
u
の
『
新
編
吉
備
叢
書
（
一
）』
の
「
備
中
略
史
解
題
」、
一
一
九
頁
。

o

話
者
は
岡
山
県
上
房
郡
北
房
町
上
水
田
小
殿
の
武
村
博
さ
ん
（
Ｔ
11
・
11
・
11
）。

平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
七
月
二
十
四
日
・
原
田
調
査
、
採
集
稿
。

!0

話
者
は
岡
山
県
上
房
郡
北
房
町
上
水
田
小
殿
の
武
村
敏
子
さ
ん（
Ｔ
９
・
３
・
31
）。

平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
七
月
二
十
四
日
・
原
田
調
査
、
採
集
稿
。

!1

『
有
漢
町
史
　
地
区
誌
編
』（
有
漢
町
・
一
九
九
七
）
の
「
資
料
（
二
）
広
大
山
縁

起
書
写
（
片
山
家
文
書
）」
の
項
、
四
二
一
〜
四
二
三
頁
。

!2

話
者
は
岡
山
県
上
房
郡
有
漢
町
上
有
漢
長
代
の
大
本
一
学
さ
ん（
Ｓ
25
・
10
・
12
）。

平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
七
月
二
十
四
日
・
原
田
調
査
、
採
集
稿
。

!3

話
者
は
注
!2
の
大
本
一
学
さ
ん
。
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
七
月
二
十
四
日
・

原
田
調
査
、
採
集
稿
。

!4

話
者
は
注
o
の
武
村
博
さ
ん
。
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
七
月
二
十
四
日
・
原

田
調
査
、
採
集
稿
。

!5

『
北
房
町
史
　
民
俗
編
』（
北
房
町
・
一
九
八
三
）、
一
五
一
頁
。

!6

注
!1
の
『
有
漢
町
史
　
地
区
誌
編
』、
四
〇
一
頁
。

!7

大
本
琢
寿
氏
『
臍
帯
寺
と
其
文
化
財
』（
臍
帯
寺
・
一
九
六
二
）、
二
頁
。

!8

話
者
は
注
o
の
武
村
博
さ
ん
。
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
七
月
二
十
四
日
・
原

田
調
査
、
採
集
稿
。

!9

『
上
房
郡
誌
』（
名
著
出
版
・
一
九
七
二
／
私
立
上
房
郡
教
育
会
・
一
九
一
三
の
複

製
）
の
「
郡
神
社
」
の
項
、
一
一
〇
八
頁
。

@0

『
郡
神
社
社
記
』（
郡
神
社
保
存
顕
彰
委
員
会
・
一
九
五
四
）、
五
五
頁
。

@1

『
岡
山
県
の
地
名
』（
平
凡
社
・
一
九
八
八
）
の
「
水
田
郷
」
の
項
、
六
七
八
頁
。

@2

井
上
薫
氏
編
『
行
基
事
典
』（
国
書
刊
行
会
・
一
九
九
七
）
所
収
「
行
基
伝
承
寺
院

分
布
地
図
」
の
〈
岡
山
県
〉
の
項
、
五
二
二
頁
。
筆
者
原
田
の
調
査
で
は
、
岡
山
県

の
行
基
伝
承
寺
院
の
数
は
『
行
基
事
典
』
の
調
査
よ
り
多
い
が
、
こ
こ
で
は
同
一
基

準
に
よ
る
中
国
地
方
五
県
の
行
基
伝
承
寺
院
数
と
し
て
、『
行
基
事
典
』
に
従
っ
た
。

@3

注
@2
の
『
行
基
事
典
』
所
収
「
行
基
伝
承
寺
院
分
布
地
図
」、
五
二
二
〜
五
二
三
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生
誕
地
伝
説



頁
。

@4

国
書
刊
行
会
編
集
部
編
『
行
基
事
典
　
特
別
付
録
　
行
基
ゆ
か
り
の
寺
院
』（
国
書

刊
行
会
・
一
九
九
七
）、
七
頁
。

〔
付
記
〕

岡
山
県
北
房
町
・
有
漢
町
で
の
調
査
で
は
、
臍
帯
寺
の
大
本
一
学
御
住
職
、
小
殿
の

武
村
博
さ
ん
、
有
漢
の
蛭
田
禎
男
さ
ん
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

（
新
見
公
立
短
期
大
学
助
教
授
）

494

一
二
四


