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は
じ
め
に

平
安
時
代
初
頭
の
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
六
月
一
七
日
、法
相
宗
学
問
僧
で
あ
っ
た

玄
賓
が
入
寂
し
た①
。
そ
れ
を
知
っ
た
嵯
峨
天
皇
は
、「
哭
賓
和
尚
（
賓
和
尚
を
哭
す
）」

と
題
す
る
漢
詩
を
作
っ
て
玄
賓
の
死
を
嘆
い
た
（
弘
仁
九
年
成
立
『
文
華
秀
麗
集
』
所

収
）。
玄
賓
（
七
三
四
〜
八
一
八
）
は
、
桓
武
天
皇
（
在
位
七
八
一
〜
八
〇
六
没
）・
平
城

天
皇
（
在
位
八
〇
六
〜
八
〇
九
病
に
よ
り
譲
位
。
八
二
四
没
）・
嵯
峨
天
皇
（
在
位
八
〇
九

〜
八
二
三
譲
位
）
と
い
う
三
代
に
わ
た
る
天
皇
に
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
離
れ
た
土
地
に
隠
遁
す
る
道
を
選
ん
だ
。

こ
の
よ
う
な
姿
勢
か
ら
、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②
。
玄
賓
は
各
地
で
隠
棲

し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
玄
賓
が
大
僧
都
職
を
辞
し
備
中
国
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③
。
そ
の
た

め
か
、
備
中
国
各
地
に
は
玄
賓
僧
都
に
関
す
る
伝
説
が
複
数
伝
承
さ
れ
て
い
る④
。

大
和
国
三
輪
（
現
在
の
奈
良
県
桜
井
市
）
に
は
、
玄
賓
が
一
時
隠
棲
し
て
い
た
と
伝

承
さ
れ
て
い
る
玄
賓
庵
と
い
う
寺
院
が
あ
る
。『
発
心
集
』
や
『
古
事
談
』
等
の
説
話

集
に
は
玄
賓
が
三
輪
に
隠
棲
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
謡
曲
「
三
輪
」
に
は
玄
賓

と
三
輪
明
神
と
の
や
り
と
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
輪
の
玄
賓
庵
に
は
「
玄

賓
庵
略
記
」
と
い
う
縁
起
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
謡
曲
「
三
輪
」
や
「
玄
賓
庵
略
記
」
な
ど
の
関
連
資
料
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
大
和
国
三
輪
の
玄
賓
僧
都
伝
説
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る⑤
。

Ⅰ　

三
輪
と
玄
賓

玄
賓
が
三
輪
に
隠
棲
し
て
い
た
と
い
う
伝
承
は
、
い
つ
頃
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
玄
賓
と
三
輪
と
の
関
係
を
記
し
た
確
実
な
記
録
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
が
、
古
い
も
の
と
し
て
は
、
大
江
匡
房
（
一
〇
四
一
〜
一
一
一
一
）
の
談
話
を

藤
原
実
兼
（
一
〇
八
五
〜
一
一
一
二
）
が
筆
録
し
た
と
さ
れ
る
『
江
談
抄
』
が
あ
る
。

古
本
系
『
江
談
抄
』
に
「
弘
仁
五
年
玄
賓
初
任
二
律
師
一
。
辞
退
歌
云
。
三
輪
川
清
キ

流
ニ
洗
天
シ
衣
袖
ハ
更
不
レ
穢
云
⑥々

」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
歌

が
玄
賓
と
三
輪
の
関
係
を
広
め
る
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。『
江
談
抄
』
で
は
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
に
玄
賓
が
初
め
て
律
師
に
任
じ
ら
れ
た

時
に
辞
退
し
て
歌
っ
た
も
の
が
「
三
輪
川
」
の
歌
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

弘
仁
五
年
は
大
僧
都
の
玄
賓
が
備
中
国
湯
川
寺
に
隠
遁
し
た
と
さ
れ
る
年
で
あ
り⑦
、

年
代
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
江
談
抄
』
は
「
十
二
世
紀
の
初
め
、匡
房

の
薨
去
後
あ
ま
り
遠
く
な
い
時
期
に
成
立
し
た⑧
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
少
な

く
と
も
玄
賓
が
亡
く
な
っ
て
約
二
百
年
後
の
平
安
時
代
末
期
頃
に
は
玄
賓
と
三
輪
を

め
ぐ
る
伝
承
が
成
立
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
「
三
輪
川
」
の
歌
は
寛
弘
九
年
（
一
○
一
二
）
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
藤
原
公
任

大
和
国
三
輪
の
玄
賓
僧
都
伝
説

原　

田　

信　
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（
九
六
六
〜
一
〇
四
一
）
撰
『
和
漢
朗
詠
集
』
下
に
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
一

世
紀
初
め
に
は
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、『
和
漢
朗
詠
集
』
下
で
は

「
み
わ
が
は
の
き
よ
き
な
が
れ
に
す
ゝ
ぎ
て
し
わ
が
な
を
さ
ら
に
ま
た
や
け
が
さ
ん
」

と
下
の
句
に
異
同
が
あ
り
、「
玄
賓
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
諸
本
が
多
い⑨
。

ま
た
、
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
藤
原
清
輔
（
一
一
〇
四
〜

一
一
七
七
）
著
『
袋
草
紙
』
に
「
玄
賓
僧
都
、三
輪
川
の
き
よ
き
流
れ
に
す
す
ぎ
て
し

わ
が
名
を
さ
ら
に
ま
た
は
け
が
さ
じ⑩
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、少
な
く
と
も
『
江
談
抄
』

以
降
、
こ
の
「
三
輪
川
」
の
歌
は
玄
賓
の
歌
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し

い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

玄
賓
と
三
輪
と
の
関
係
を
記
し
た
説
話
と
し
て
は
、建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
以
前

成
立
と
推
定
さ
れ
て
い
る
鴨
長
明
（
一
一
五
五
？
〜
一
二
一
六
）
著
『
発
心
集
』
巻
第

一
―
一
「
玄
敏
僧
都
、
遁
世
逐
電
の
事
」
が
知
ら
れ
て
お
り
、
前
半
に
次
の
よ
う
な

部
分
が
あ
る
。

　

昔
、
玄
敏
僧
都
と
云
ふ
人
有
り
け
り
。
山
階
寺
の
や
む
ご
と
な
き
智
者
な
り

け
れ
ど
、
世
を
厭
ふ
心
深
く
し
て
、
更
に
寺
の
交
は
り
を
好
ま
ず
。
三
輪
河
の

ほ
と
り
に
、
僅
か
な
る
草
の
庵
を
結
び
て
な
む
思
ひ
つ
つ
住
み
け
り
。

　

桓
武
の
御
門
の
御
時
、
此
の
事
聞
こ
し
め
し
て
、
あ
な
が
ち
に
召
し
出
だ
し

け
れ
ば
、
遁
る
べ
き
方
な
く
て
、
な
ま
じ
ひ
に
参
り
に
け
り
。

　

さ
れ
ど
も
、
な
ほ
本
意
な
ら
ず
思
ひ
け
る
に
や
、
奈
良
の
御
門
の
御
世
に
、

大
僧
都
に
な
し
給
ひ
け
る
を
辞
し
申
す
と
て
詠
め
る
。

　
　

三
輪
川
の
き
よ
き
流
れ
に
す
す
ぎ
て
し

　
　

衣
の
袖
を
ま
た
は
け
が
さ
じ

と
て
な
む
、
奉
り
け
る
。

　

か
か
る
程
に
、
弟
子
に
も
使
は
る
人
に
も
知
ら
れ
ず
し
て
、
い
づ
ち
と
も
な

く
失
せ
に
け
り
。
さ
る
べ
き
所
に
尋
ね
求
む
れ
ど
、
さ
ら
に
な
し
。
云
ふ
か
ひ

無
く
て
日
比
へ
に
け
れ
ど
、
彼
の
あ
た
り
の
人
は
云
は
ず
、
す
べ
て
、
世
の
嘆

き
に
て
ぞ
あ
り
け
る⑪
。

こ
の
部
分
に
、
山
階
寺
（
興
福
寺
）
の
学
僧
で
あ
っ
た
玄
敏
（
通
常
は
玄
賓
と
表
記
）

僧
都
が
三
輪
川
の
ほ
と
り
に
草
庵
を
結
ん
で
隠
棲
し
て
い
た
こ
と
、
桓
武
天
皇
か
ら

無
理
に
呼
び
出
さ
れ
て
仕
方
な
く
参
上
し
た
こ
と
、
大
僧
都
に
任
命
さ
れ
た
が
「
三

輪
川
の
き
よ
き
流
れ
に
す
す
ぎ
て
し
衣
の
袖
を
ま
た
は
け
が
さ
じ
」
と
い
う
和
歌
を

詠
ん
で
辞
退
し
て
ど
こ
か
へ
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、こ
れ
と
同
文
の
説
話
が
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
〜
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
頃

の
成
立
と
さ
れ
る
源
顕
兼
（
一
一
六
〇
〜
一
二
一
五
）
編
『
古
事
談
』
巻
三
に
収
載
さ

れ
て
い
る
が
、『
発
心
集
』
と
『
古
事
談
』
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
の
学
説
は
ま
だ
確

定
し
て
い
な
い
。
仮
に
『
発
心
集
』（
も
し
く
は
『
古
事
談
』）
が
先
行
し
て
い
た
と
し

た
場
合
、作
者
（
編
者
）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
三
輪
の
玄
賓
隠
棲
説
話
を
知
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
現
在
残
っ
て
い
る
資
料
類
か
ら
単
純
に
考
え
る
と
、『
江
談
抄
』
に
記
載

さ
れ
て
い
る
「
三
輪
川
」
の
歌
を
め
ぐ
る
簡
略
な
説
話
が
元
と
な
り
、
そ
れ
に
少
し

肉
付
け
を
し
て
成
立
し
た
の
が
『
発
心
集
』（
も
し
く
は
『
古
事
談
』）
所
収
の
玄
賓
三

輪
隠
棲
説
話
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、『
発
心
集
』
や
『
古
事
談
』
に
は
、
三
輪
隠
棲
説
話
以
外
の
玄
賓
関
連
説
話

が
所
収
さ
れ
て
い
る
。『
発
心
集
』
で
は
、
巻
第
一
―
一
「
玄
敏
僧
都
、
遁
世
逐
電
の

事
」
の
後
半
に
越
の
国
で
玄
賓
が
渡
し
守
を
し
て
い
た
と
い
う
説
話
が
あ
り
、
巻
第

一
―
二
「
同
人
、
伊
賀
の
国
郡
司
に
仕
は
れ
給
ふ
事
」
に
玄
賓
が
伊
賀
の
国
で
馬
飼

を
し
て
い
た
と
い
う
説
話
、
巻
第
四
―
六
「
玄
賓
、
念
を
亜
相
の
室
に
係
く
る
事
・

不
浄
観
の
事
」
に
玄
賓
が
不
浄
観
に
よ
り
煩
悩
を
退
け
た
と
い
う
説
話
が
そ
れ
ぞ
れ

所
収
さ
れ
て
い
る
。『
古
事
談
』
で
は
、『
発
心
集
』
の
不
浄
観
説
話
は
所
収
さ
れ
て

い
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
三
輪
隠
棲
説
話
、
越
の
国
渡
し
守
説
話
、
伊
賀
の
国
馬
飼

説
話
が
同
文
で
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
話
の
登
場
に
よ
り
、
隠
遁
聖
と
し

て
の
玄
賓
の
位
置
づ
け
は
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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Ⅱ　

謡
曲
「
三
輪
」
と
大
神
神
社

三
輪
と
玄
賓
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
現
在
最
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
謡

曲
「
三
輪
」
で
あ
ろ
う
。
謡
曲
「
三
輪
」
に
は
、
大
和
国
三
輪
の
山
の
ふ
も
と
に
住

む
玄
賓
と
三
輪
明
神
と
の
や
り
と
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
謡
曲
「
三
輪
」
の
作
者
は

未
詳
で
あ
る
が
、『
能
本
作
者
註
文
』
等
に
世
阿
弥
（
一
三
六
三
？
〜
一
四
四
三
？
）
作

と
あ
り
、
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
の
演
能
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら⑫
、『
発
心
集
』
や

『
古
事
談
』
に
玄
賓
三
輪
隠
棲
説
話
が
収
載
さ
れ
て
か
ら
約
二
百
年
後
に
謡
曲
「
三

輪
」
が
作
成
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

謡
曲
「
三
輪
」
の
登
場
人
物
は
、
ワ
キ
・
玄
賓
僧
都
、
シ
テ
・
女
、
ア
イ
・
所
の

者
、
後
シ
テ
・
三
輪
明
神
で
あ
る⑬
。
以
下
、
謡
曲
「
三
輪
」
の
あ
ら
す
じ
を
簡
単
に

述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
最
初
に
ワ
キ
の
玄
賓
僧
都
が
登
場
し
、
次
の
よ
う
な
名
ノ
リ

を
述
べ
る
。

　

こ
れ
は
和
州
三
輪
の
山
蔭
に
住
ま
ひ
す
る
、
玄
賓
と
申
す
者
に
て
候
。
さ
て

も
こ
の
程
樒
閼
伽
の
水
を
汲
み
て
こ
の
僧
に
与
ふ
る
者
の
候
。
今
日
も
来
り
て

候
は
ば
、
い
か
な
る
者
ぞ
と
名
を
尋
ね
ば
や
と
思
ひ
候
。

こ
の
最
初
の
名
ノ
リ
の
部
分
で
、
玄
賓
が
大
和
国
三
輪
の
山
の
ふ
も
と
に
住
ん
で

い
る
こ
と
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
樒
を
摘
み
閼
伽
の
水
を
汲
ん
で
持
っ
て
く
る
者
が
い

る
の
で
玄
賓
は
名
を
尋
ね
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
後
、「
三
輪

の
里
」
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
女
（
シ
テ
）
が
登
場
し
、「
檜
原
の
奥
」
の
玄
賓
を
た

ず
ね
る
。
玄
賓
が
「
山
田
守
る
僧
都
の
身
こ
そ
悲
し
け
れ
、
秋
果
て
ぬ
れ
ば
、
訪
う

人
も
な
し
」
と
歌
を
詠
ん
で
い
る
と
、
女
が
来
て
案
内
を
請
う
。
女
は
、
尊
い
人
で

あ
る
玄
賓
僧
都
に
い
つ
も
樒
を
摘
み
閼
伽
の
水
を
汲
ん
で
差
し
上
げ
て
い
る
こ
と
を

述
べ
、
自
分
の
罪
業
を
助
け
て
ほ
し
い
と
願
い
、
玄
賓
に
衣
を
乞
う
。
玄
賓
は
自
分

の
衣
を
女
に
与
え
る
。

そ
の
後
、
三
輪
の
大
明
神
に
参
っ
た
所
の
者
（
ア
イ
）
が
、
御
神
木
の
杉
の
木
に
玄

賓
の
衣
が
掛
か
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
玄
賓
に
知
ら
せ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
玄
賓

が
、
樒
を
摘
み
閼
伽
の
水
を
汲
ん
で
来
て
く
れ
る
女
に
自
分
の
衣
を
与
え
た
こ
と
を

述
べ
る
と
、
所
の
者
が
、
そ
れ
は
疑
い
な
く
三
輪
大
明
神
で
、
玄
賓
僧
都
が
尊
い
の

で
末
世
の
衆
生
済
度
の
た
め
に
女
の
姿
と
な
っ
て
毎
日
樒
を
摘
み
閼
伽
の
水
を
汲
ん

で
差
し
上
げ
、
御
衣
を
御
所
望
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。

玄
賓
が
三
輪
明
神
の
も
と
に
行
く
と
、
自
分
の
衣
が
杉
の
木
に
掛
か
っ
て
お
り
、

衣
の
褄
に
金
色
の
文
字
で
「
三
つ
の
輪
は
、
清
く
清
き
ぞ
唐
衣
、
く
る
と
思
ふ
な
取

る
と
思
は
じ
」
と
書
い
て
あ
る
。
そ
し
て
玄
賓
と
三
輪
明
神
が
会
話
を
交
わ
す
。
三

輪
明
神
は
、
神
道
で
は
衆
生
済
度
の
方
便
と
し
て
神
が
人
の
身
と
な
る
こ
と
も
あ
る

こ
と
、
神
代
の
昔
物
語
は
末
代
の
衆
生
を
済
度
す
る
た
め
に
方
便
と
し
て
語
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
、
三
輪
の
神
婚
説
話
（
苧
環
型
）
の
こ
と
、
天
の
岩
戸
で
の
舞
い
が

神
楽
の
起
源
で
あ
る
こ
と
、
伊
勢
と
三
輪
の
神
は
も
と
も
と
一
体
分
神
で
あ
る
こ
と

な
ど
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、「
か
く
あ
り
が
た
き
夢
の
告
げ
、
覚
む
る
や
名

残
な
る
ら
ん
、
覚
む
る
や
名
残
な
る
ら
ん
」
と
、
三
輪
明
神
と
の
や
り
と
り
が
玄
賓

の
夢
の
中
の
お
告
げ
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
終
わ
っ
て
い
る
。

謡
曲
「
三
輪
」
で
は
、
玄
賓
が
「
山
田
守
る
僧
都
の
身
こ
そ
悲
し
け
れ
、
秋
果
て

ぬ
れ
ば
、
訪
う
人
も
な
し
」
と
い
う
歌
を
詠
む
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
撰
進
『
続
古
今
和
歌
集
』
巻
一
七
雑
歌
上
に
「
備
中
国
湯
川

と
い
ふ
寺
に
て　

僧
都
玄
賓
／
山
田
も
る
そ
ほ
づ
の
身
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
秋
は
て
ぬ

れ
ば
問
ふ
人
も
な
し
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
で
あ
る⑭
。「
悲
し
け
れ
」「
あ
は

れ
な
れ
」
と
一
部
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
謡
曲
「
三
輪
」
作
者
は
玄
賓
ら
し
さ
を
出

す
た
め
に
、
意
図
的
に
こ
の
歌
を
利
用
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
玄
賓
が
三
輪
明
神
の
も
と
に
行
き
、
杉
の
木
に
掛
か
っ
て
い
た
自
分
の
衣

の
褄
に
金
色
の
文
字
で
歌
が
書
い
て
あ
る
場
面
が
あ
る
が
、
衣
の
褄
に
書
い
て
あ
っ

た
「
三
つ
の
輪
は
、
清
く
清
き
ぞ
唐
衣
、
く
る
と
思
ふ
な
取
る
と
思
は
じ
」
と
い
う

歌
は
、『
江
談
抄
』
巻
一
に
記
さ
れ
て
い
る
「
三
輪
川
ノ
渚
ソ
清
キ
唐
衣
ク
ル
ト
思
ナ
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エ
ツ
ト
ヲ
モ
ハ
シ⑮
」
と
い
う
歌
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。『
江
談
抄
』
で
は

（
都
を
去
っ
て
他
国
に
赴
く
時
に
）
玄
賓
が
道
で
行
き
会
っ
た
女
に
衣
を
も
ら
っ
た
際
に

詠
ん
だ
歌
と
さ
れ
て
い
る
が
、
謡
曲
「
三
輪
」
で
は
、
逆
に
、
女
が
玄
賓
に
衣
を
も

ら
っ
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
歌
は
三
輪
明
神
が
詠
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
謡
曲
「
三
輪
」
の
作
者
は
、
玄
賓
と
三
輪
明
神
と
の
関
係
を
演

出
す
る
た
め
に
、
当
時
知
ら
れ
て
い
た
玄
賓
関
係
の
説
話
や
歌
を
最
大
限
に
利
用
し

て
創
作
し
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
謡
曲
「
三
輪
」
の
内
容
か
ら
、『
発
心
集
』
や
『
古
事
談
』
に
収
載
さ
れ
た
玄

賓
三
輪
隠
棲
説
話
が
時
代
と
と
も
に
増
補
改
変
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え

る
。
一
三
世
紀
に
作
成
さ
れ
た
『
発
心
集
』
で
は
「
三
輪
河
の
ほ
と
り
」
と
漠
然
と

記
さ
れ
て
い
た
隠
棲
地
が
、
一
五
世
紀
に
作
成
さ
れ
た
謡
曲
「
三
輪
」
で
は
、
三
輪

の
里
の
「
檜
原
の
奥
」
に
住
ん
で
い
た
と
範
囲
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
（
現
在
あ
る
玄
賓

庵
は
「
檜
原
谷
」
に
あ
る
）。
ま
た
、
奈
良
県
桜
井
市
三
輪
の
大
神
神
社
（
お
お
み
わ
じ

ん
じ
ゃ
）
に
は
、謡
曲
「
三
輪
」
で
玄
賓
が
三
輪
明
神
の
化
身
の
女
に
与
え
た
衣
が
掛

か
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
「
衣
掛
の
杉
」
が
あ
る
（
現
在
は
枯
れ
て
い
る
た
め
株
だ
け
が
境

内
に
保
存
さ
れ
て
い
る
）。

本
地
垂
迹
説
や
三
輪
流
神
道
説
を
か
ら
ま
せ
て
作
成
さ
れ
た
謡
曲
「
三
輪
」
の
内

容
は
、
一
五
世
紀
に
お
け
る
玄
賓
三
輪
隠
棲
伝
説
の
発
展
と
い
う
面
で
も
興
味
深
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
謡
曲
「
三
輪
」
成
立
後
、
玄
賓
三
輪
隠
棲
伝
説
は
新
た
な
段

階
に
入
り
、
謡
曲
「
三
輪
」
の
内
容
が
核
と
な
っ
て
さ
ら
に
詳
細
な
も
の
へ
と
発
展

し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

Ⅲ　

玄
賓
庵
と
玄
賓
庵
略
記

中
世
に
謡
曲
「
三
輪
」
が
作
成
さ
れ
た
後
、
近
世
に
入
る
と
地
誌
類
に
玄
賓
隠
棲

地
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
記
述
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
。

林
宗
甫
著
『
大
和
名
所
記
』（
内
題
『
和
州
旧
跡
幽
考
』）
は
、延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）

に
刊
行
さ
れ
た
大
和
国
の
地
誌
で
あ
る
が
、
巻
一
三
・
城
上
郡
「
玄
敏
谷
」
の
項
に

「
当
世
其
跡
と
て
あ
り
。
／
玄
賓
僧
都
は
発
心
集

玄
敏　

姓
は
弓
削
氏
、河
内
ノ
国
の
人
な
り
。
釈書

（
後
略
）」
と
記
さ
れ
て
い
る⑯
。
後
略
部
分
に
は
、
先
に
み
た
『
発
心
集
』
巻
第
一
―

一
の
三
輪
川
説
話
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
（「
山
階
寺
の
山
事
な
き
智
者
也
け
れ
ど

〜
又
は
け
が
さ
じ
」
ま
で
）、
続
け
て
玄
賓
渡
し
守
説
話
を
簡
略
に
記
し
た
後
、
最
後
に

「
発
心
集
」
と
出
典
を
示
す
割
注
を
付
し
て
い
る
。

次
に
秋
里
籬
島
著
『
大
和
名
所
図
会
』
巻
四
「
玄
賓
庵
の
旧
趾
」
の
項
の
前
半
部

分
を
引
用
す
る
。

　

玄
賓
庵
の
旧
趾
は
三
輪
山
の
北
、
檜
原
谷
に
あ
り
一
名
玄
賓
谷
と
い
ふ
。
本

社
よ
り
十
町
ば
か
り
に
し
て
、
日
原
社
よ
り
一
町
東
に
あ
り
。
庵
の
跡
下
樋
の

水
こ
ゝ
に
あ
り
。
山
空
う
し
て
常
に
松
子
落
ち
、
谷
幽
に
し
て
人
跡
稀
な
り
。

嘗
て
玄
賓
僧
都
こ
ゝ
に
隠
れ
て
、
白
雲
を
枕
に
し
、
風
は
月
と
共
に
清
う
し
て
、

世
の
塵
埃
に
染
る
事
を
さ
け
、
解
脱
の
空
門
に
い
ま
し
け
り
。（
後
略⑰
）

『
大
和
名
所
図
会
』
は
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
刊
行
さ
れ
た
大
和
国
の
地
誌

で
あ
る
。
こ
の
項
の
前
半
部
分
に
は
、
玄
賓
庵
は
三
輪
山
の
北
に
位
置
す
る
檜
原
谷

（
一
名
玄
賓
谷
）
に
あ
る
こ
と
、
三
輪
社
よ
り
十
町
・
日
原
社
よ
り
一
町
東
に
あ
り
、
樋

の
水
が
流
れ
、
人
跡
稀
な
地
で
あ
る
こ
と
、
か
つ
て
玄
賓
僧
都
が
こ
こ
に
隠
棲
し
た

こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
引
用
を
省
略
し
た
後
半
部
分
に
は
、
玄
賓
は
弓
削
氏

で
河
内
国
の
人
で
あ
る
こ
と
、
三
輪
川
の
ほ
と
り
に
隠
棲
し
て
い
た
こ
と
、
桓
武
帝

に
無
理
に
呼
ば
れ
て
仕
方
な
く
参
上
し
た
こ
と
、
越
の
国
で
渡
し
守
を
し
て
い
た
こ

と
な
ど
を
『
元
亨
釈
書
』
や
『
発
心
集
』
を
引
用
し
な
が
ら
記
し
て
い
る
（「
釈
書
」

「
発
心
集
」
と
割
注
を
付
し
て
い
る
）。
ま
た
、『
大
和
名
所
図
会
』
巻
四
「
玄
賓
庵
の
旧

趾
」
の
項
に
は
、
川
の
ほ
と
り
の
草
庵
で
玄
賓
ら
し
き
老
僧
が
く
つ
ろ
い
で
い
る
様

子
を
描
い
た
「
玄
賓
庵
」
の
絵
が
収
載
さ
れ
て
い
る⑱
。
さ
ら
に
、『
大
和
名
所
図
会
』

巻
四
「
三
輪
社
」
の
項
に
は
「
衣
掛
椙
」
の
条
が
あ
り
「
右
の
方
に
大
木
の
杉
あ
り
。
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玄
賓
僧
都
の
衣
を
か
け
給
ふ
所
な
り
と
い
ふ⑲
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
三
輪

社
」
の
絵
の
中
に
も
「
衣
掛
杉
」
の
名
称
と
杉
の
木
の
絵
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る⑳
。

こ
の
一
八
世
紀
の
『
大
和
名
所
図
会
』
巻
四
の
記
述
か
ら
、
一
五
世
紀
に
作
成
さ

れ
た
謡
曲
「
三
輪
」
の
内
容
が
着
実
に
浸
透
し
、「
玄
賓
庵
」
や
「
衣
掛
け
杉
」
が
三

輪
の
名
所
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
一
方
、一
八
世
紀
の『
大

和
名
所
図
会
』
に
記
さ
れ
た
「
玄
賓
庵
」
と
い
う
名
称
や
「
衣
掛
杉
」
の
名
称
と
逸

話
が
、
一
七
世
紀
の
『
大
和
名
所
記
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
点
も
注
目
さ
れ
る
。

現
在
、
三
輪
に
は
玄
賓
庵
（
げ
ん
ぴ
あ
ん
。
奈
良
県
桜
井
市
大
字
茅
原
三
七
三
）
と
称

さ
れ
る
寺
院
が
あ
る
。
玄
賓
庵
に
は
「
玄
賓
庵
略
記
」（
げ
ん
ぴ
あ
ん
り
ゃ
っ
き
）
と
い

う
縁
起
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、「
玄
賓
庵
略
記
」（
玄
賓
庵
所
蔵
本
）
の
全
文
を
引
用
す
る㉑
。
旧
字
体
・
異
体

字
等
は
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
に
改
め
、
句
読
点
・
濁
点
を
付
し
た
。（
な
お
、
考

察
の
都
合
上
、
便
宜
的
に
記
号
Ａ
〜
Ｆ
を
付
し
た
。
傍
線
・
丸
括
弧
内
の
注
記
も
原
田
が
付
し

た
）。

玄
賓
庵
所
蔵
【
玄
賓
庵
略
記
】
全
文

Ａ  　

和
州
式
上
郡
三
輪
山
檜
原
谷
玄
賓
庵
は
、
そ
の
か
み
か
の
僧
都
山
居
の
地
な

る
が
ゆ
へ
、
永
く
其
名
を
伝
ふ
。
僧
都
姓
は
弓
削
、
河
州
の
産
に
て
、
山
階
寺

に
入
て
よ
り
是
興
福
寺
の

旧
号
也　
　

、
三
論
（
法
相
ヵ
）
宗
の
碩
徳
と
あ
ふ
か
れ
、
瑜
伽
唯
識
の

幽
賾
に
通
じ
、
其
芳
声
都
鄙
に
震
ふ
。
然
ど
も
浮
世
を
深
く
厭
ひ
か
つ
僧
官
を

篤
く
う
れ
ひ
、
跡
を
伯
耆
の
国
に
遠
く
隠
せ
り
。
時
に
人
皇
五
十
代
桓
武
帝
御

不
豫
の
事
あ
り
て
、
勅
使
く
だ
り
て
加
持
あ
ら
む
と
の
仰
あ
り
。
其
時
呪
力
神

験
有
て
玉
体
た
ち
ま
ち
常
の
ご
と
く
な
ら
せ
給
ふ
。
叡
感
な
な
め
な
ら
ず
、
給

賞
他
に
こ
と
な
る
を
拝
辞
し
、
す
み
や
か
に
居
を
さ
け
此
檜
原
の
奥
に
膝
を
い

る
る
の
草
廬
を
結
び
、
朝
夕
怠
な
く
た
だ
苦
修
練
行
、
と
し
を
つ
み
給
ふ
。

Ｂ　

そ
の
の
ち
五
十
一
代
平
城
天
皇
の
勅
有
て
宮
中
に
招
請
し
給
ふ
時
、

　
　
　

み
は
河
の
清
き
流
に
す
す
ぎ
て
し
衣
の
袖
を
ま
た
や
け
が
さ
む

　

  

と
の
高
詠
叡
信
ま
す
〳
〵
浅
か
ら
ず
、大
僧
都
に
任
じ
ら
る
べ
き
と
あ
り
け
れ
ば
、

　
　
　

と
つ
国
は
水
原
き
よ
し
事
し
げ
き
都
の
う
ち
は
す
ま
ぬ
ま
さ
れ
り

　

  

如
此
朗
吟
し
て
此
檜
原
を
も
す
み
捨
、
越
路
の
か
た
に
の
が
れ
く
だ
り
て
、
一

河
の
わ
た
し
守
と
な
り
て
月
日
を
送
り
晦
跡
を
あ
ま
な
ひ
給
ふ
と
き
、
一
人
の

徒
弟
は
か
ら
ず
こ
の
物
色
を
ひ
そ
か
に
見
と
め
け
る
を
と
み
に
察
し
、
又
他
郷

に
け
す
が
ご
と
く
身
を
か
く
さ
る
。

Ｃ  　

さ
き
に
檜
原
の
幽
居
を
し
め
給
ふ
時
神
女
来
り
て
あ
か
つ
き
こ
と
に
下
樋
の

水
を
く
み
て
閼
伽
に
供
す
。
有
と
き
か
の
女
僧
都
の
故
衣
を
乞
ふ
。
求
め
に
応

じ
一
領
施
與
あ
る
と
て
か
く
、

　
　

三
の
輪
の
清
き
渡
に
か
ら
衣
と
る
と
お
も
ふ
な
や
る
と
お
も
は
じ

　

此
と
き
神
女
よ
ろ
こ
び
眉
宇
に
み
つ
。
僧
都
す
み
と
こ
ろ
を
と
ふ
に
、

　
　

恋
し
く
は
訪
ひ
来
ま
せ
我
宿
は
み
わ
の
山
も
と
杉
た
て
る
門

　

  

か
く
こ
た
へ
お
は
り
て
所
在
を
失
す
。
翌
日
明
神
へ
詣
せ
ら
る
ゝ
と
き
社
前
の

老
杉
の
枝
に
か
の
衣
か
か
り
て
僧
都
の
一
詠
金
字
あ
ざ
や
か
に
書
せ
り
。
奇
な

る
か
な
、
明
神
師
の
徳
を
し
た
ひ
給
ひ
て
現
形
有
け
る
な
る
べ
し
。
此
一
株
に

今
に
枯
朽
せ
ず
し
て
衣
掛
の
杉
と
号
す
。

Ｄ  　

又
有
時
僧
都
社
参
の
あ
し
た
路
辺
の
田
中
に
て
菜
を
つ
む
美
婦
あ
り
。
試
に

正
路
を
と
ひ
給
ふ
と
て
、

　
　

う
つ
せ
み
の
も
ぬ
け
の
か
ら
に
物
と
へ
ば
し
ら
ぬ
山
地
も
お
し
へ
ざ
り
け
り

　

と
吟
唱
し
た
ま
へ
ば
か
の
婦
人
、

　
　

を
し
ゆ
へ
と
も
真
の
道
は
よ
も
ゆ
か
し
我
を
み
て
た
に
ま
よ
ふ
そ
の
身
は

　
  

か
く
返
詠
を
呈
し
て
後
の
在
所
を
み
ず
。
神
の
か
り
に
現
し
出
で
僧
都
と
法
縁

を
む
す
び
た
ま
へ
る
も
の
な
ら
む
か
。
玄
菜
を
つ
み
け
る
と
こ
ろ
は
則
一
の
鳥

居
の
右
の
か
た
の
茶
店
の
旧
地
な
り
と
ぞ
。

Ｅ  　

僧
都
の
ち
に
は
備
中
国
沼
多
（
哲
多
ヵ
）
郡
の
山
中
に
一
廬
を
営
み
、道
体
を

や
し
な
ふ
。
秋
に
い
た
れ
ば
、
里
人
や
ま
田
の
あ
れ
な
む
を
う
れ
ひ
僧
都
を
労
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し
て
猿
鳥
を
お
ど
ろ
か
し
む
。

　
　

山
田
も
る
そ
う
つ
の
身
こ
そ
悲
し
け
れ
秋
は
て
ぬ
れ
ば
と
ふ
ひ
と
も
な
し

　

  
此
一
首
は
か
の
山
中
に
て
の
歎
詠
な
り
と
ぞ
。
こ
の
歌
『
続
古
今
集
』
に
い
れ

り
。
五
十
二
代
弘
仁
帝
篤
く
師
の
道
風
を
貴
み
給
ひ
、
毎
歳
恭
く
も
宸
翰
を
染

さ
せ
給
ひ
て
法
資
た
く
ひ
あ
ら
ず
。
そ
の
の
ち
弘
仁
九
年
六
月
己
巳
の
日
寿
算

八
十
有
余
に
し
て
庵
前
の
地
に
檜
木
の
枝
を
倒
に
さ
し
入
、
一
笠
を
か
け
迭
鞋

一
双
を
脱
を
き
そ
の
去
所
を
し
ら
ず
と
い
ふ
。
思
ふ
に
是
現
身
都
率
に
生
天
し

給
ふ
な
る
べ
し
と
、
諸
人
拝
信
の
頭
を
か
た
む
け
ゝ
る
と
な
り
。
其
後
貴
賤
遺

跡
を
仰
ぎ
故
庵
を
失
は
ず
、
一
寺
を
締
構
し
号
し
て
湯
川
寺
と
い
ふ
。
僧
都
の

行
状
か
の
寺
の
縁
起
に
も
委
く
記
せ
る
と
ぞ
。
彼
倒
に
し
ら
れ
た
る
枝
、
今
に

ゑ
た
葉
繁
茂
し
て
一
千
年
の
星
霜
を
経
ぬ
る
迄
、天
地
と
と
も
に
永
く
存
せ
り
。

Ｆ  　

此
地
衣
か
け
の
老
杉
山
海
西
来
千
里
地
こ
と
也
と
い
へ
ど
も
、
信
べ
し
、
其

妙
瑞
符
節
を
合
せ
た
る
ご
と
き
を
や
。
行
賀
僧
都
も
師
の
旧
蹤
を
し
た
ひ
て
、

此
地
に
棲
遅
し
給
へ
り
と
な
む
。
人
寰
た
た
り
か
か
る
岑
寂
の
深
谷
た
り
と
い

へ
ど
も
、
有
信
探
勝
の
道
俗
時
々
尋
来
り
て
、
僧
都
の
成
跡
を
と
ひ
け
る
ゆ
へ
、

旧
記
に
の
こ
れ
る
こ
と
ど
も
、
か
つ
日
ご
ろ
聞
お
よ
ぶ
説
々
、
や
や
心
に
記
せ

る
所
ば
か
り
そ
こ
は
か
と
な
く
此
略
記
一
篇
を
か
ひ
つ
け
侍
る
。
文
義
の
つ
た

な
き
は
我
よ
く
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
ひ
と
へ
に
後
人
の
添
削
を
ま
つ
の
み
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
二
位
前
権
大
納
言  

希
（
朱
印
）

尹  

基
（
朱
印
）

衡
之
印

Ａ
部
分
は
、元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
に
成
立
し
た
虎
関
師
錬
『
元
亨
釈
書
』
巻
第

九
「
釈
玄
賓㉒
」
の
項
や
、『
発
心
集
』
第
一
―
一
「
玄
敏
僧
都
、
遁
世
逐
電
の
事
」
を

利
用
し
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
同
文
的
な
引
用
を
し
て
い
な
い

の
で
、「
玄
賓
庵
略
記
」
作
者
が
直
接
『
元
亨
釈
書
』
や
『
発
心
集
』
を
見
た
か
ど
う

か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、傍
線
部
「
三
論
宗
の
碩
徳
」
と
あ
る
部
分
の
「
三
論
宗
」

は
明
ら
か
に
「
法
相
宗
」
の
誤
記
で
あ
る
。
玄
賓
は
三
論
宗
で
は
な
く
法
相
宗
（
唯

識
宗
）
の
僧
で
あ
る
。
一
方
、
応
永
一
三
年
（
一
四
〇
七
）
〜
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）

頃
成
立
と
さ
れ
る
『
三
国
伝
記
』
巻
四
―
六
「
玄
賓
僧
都
遁
世
ノ
事
」
に
「
山
階
寺

ノ
玄
賓
僧
都
ハ
三
論
宗
ノ
碩
徳
也㉓
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、傍
線
部
は
『
三

国
伝
記
』
の
誤
記
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
記
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

Ｂ
部
分
は
『
発
心
集
』
巻
第
一
―
一
を
利
用
し
て
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

Ｂ
部
分
で
不
明
な
の
が
「
と
つ
国
」
の
歌
の
出
典
で
、『
江
談
抄
』「
外
国
ハ
山
水
清

シ
事
多
キ
君
カ
都
ハ
不
住
サ
リ
ケ
リ
」、『
僧
綱
補
任
裏
書
』「
外
国
ハ
山
水
清
之
事
多

之
君
カ
都
ハ
不
在
住
マ
サ
レ
リ
」、『
閑
居
友
』「
と
つ
国
は
山
水
清
し
こ
と
繁
き
君
が

御
代
に
は
住
ま
ぬ
ま
さ
れ
り
」、『
古
今
著
聞
集
』「
外
つ
国
は
水
草
き
よ
し
こ
と
し
げ

き
あ
め
の
し
た
に
は
す
ま
ぬ
ま
さ
れ
り
」の
ど
れ
と
も
合
致
し
な
い㉔
。
Ｂ
部
分
で
は
、

玄
賓
は
大
僧
都
に
任
じ
ら
れ
た
際
に
「
と
つ
国
」
の
歌
を
詠
み
、
三
輪
檜
原
の
地
を

出
て
越
路
に
隠
遁
し
て
渡
し
守
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
他
郷
に
身
を
隠
し
た
と

独
自
の
記
述
を
し
て
い
る
。

Ｃ
部
分
は
謡
曲
「
三
輪
」
を
利
用
し
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
Ｃ
部
分
で

注
目
さ
れ
る
の
が
大
神
神
社
境
内
に
あ
る
「
衣
掛
の
杉
」
が
今
も
枯
れ
ず
に
あ
る
と

記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
傍
線
部
）。
こ
の
「
衣
掛
の
杉
」
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）

七
月
二
四
日
落
雷
に
よ
っ
て
折
れ
た㉕
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
玄
賓
庵
略
記
」
の

成
立
は
安
政
四
年
以
前
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

Ｄ
部
分
で
は
田
中
で
菜
を
摘
む
美
婦
（
神
の
化
身
）
と
玄
賓
と
の
歌
の
や
り
と
り
の

伝
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
神
神
社
の
一
の
鳥
居
の
右
側
に
あ
っ
た
茶
店
の
旧
地
が

か
つ
て
女
が
玄
菜
を
摘
ん
だ
所
だ
と
い
う
（
傍
線
部
）。
か
つ
て
は
大
神
神
社
に
「
衣

掛
け
杉
伝
説
」
の
他
に
「
神
女
菜
摘
み
伝
説
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
注
目

さ
れ
る
。
こ
の
伝
説
は
謡
曲
「
三
輪
」
成
立
後
、
大
神
神
社
周
辺
で
新
た
に
成
立
し

た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

Ｅ
部
分
は
備
中
国
湯
川
寺
で
の
玄
賓
の
逸
話
を
記
し
て
い
る
。
備
中
国
に
は
「
沼

多
郡
」
は
な
く
、
玄
賓
は
「
哲
多
郡
」
に
隠
棲
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
沼
多

郡
」
は
「
哲
多
郡
」
の
誤
記
と
み
ら
れ
る
。「
庵
前
の
地
に
檜
木
の
枝
を
倒
に
さ
し
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入
、
一
笠
を
か
け
迭
鞋
一
双
を
脱
を
き
そ
の
去
所
を
し
ら
ず
と
い
ふ
」
と
い
う
部
分

の
う
ち
、
現
在
の
湯
川
寺
周
辺
で
は
、
玄
賓
が
さ
し
た
枝
が
大
木
に
な
っ
た
と
い
う

伝
承
は
あ
る
が
、笠
を
か
け
迭
（
た
が
い
に
）
草
鞋
一
双
を
脱
ぎ
置
い
た
と
い
う
伝
承

は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
Ｅ
部
分
で
は
玄
賓
が
さ
し
た
の
は
「
檜
木
」
と
あ
る
が
、
湯

川
寺
周
辺
の
伝
承
で
は
「
白
檀
木
」
と
さ
れ
、
こ
の
木
が
枯
れ
た
の
は
明
治
初
年
と

伝
え
ら
れ
て
い
る㉖
。「
彼
の
寺
の
縁
起
」
と
は
「
湯
川
寺
縁
起
」
を
さ
す
と
み
ら
れ
る

が
、寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
成
立
の
「
湯
川
寺
縁
起
」
に
は
「
白
檀
木
」
の
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
の
で㉗
、「
玄
賓
庵
略
記
」
作
者
は
「
湯
川
寺
縁
起
」
の
存
在
は
知
っ

て
い
た
が
実
物
は
見
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
Ｅ
部
分
で
特
に
注
目
さ
れ
る

の
が
、
玄
賓
が
さ
し
た
木
が
繁
っ
て
「
一
千
年
の
星
霜
を
経
ぬ
る
迄
、
天
地
と
と
も

に
永
く
存
せ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
傍
線
部
の
記
述
で
あ
る
。
現
在
の
岡
山
県
新
見

市
土
橋
寺
内
に
位
置
し
て
い
る
湯
川
寺
の
本
堂
の
前
に
は
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に

玄
賓
入
滅
後
一
千
年
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ
た
「
僧
都
千
年
供
養
塔
」
と
彫
ら
れ
た

石
碑
が
あ
る（「
湯
川
寺
縁
起
」は
弘
仁
九
年〈
八
一
八
〉の
玄
賓
寂
年
を
弘
仁
四
年〈
八
一
三
〉

と
誤
認
し
て
い
る㉘
）。「
今
に
ゑ
た
葉
繁
茂
し
て
」
と
記
し
た
「
玄
賓
庵
略
記
」
作
者
は
、

湯
川
寺
に
あ
る
玄
賓
由
来
の
「
木
」
が
ま
だ
枯
れ
ず
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
一
千
年
の
星
霜
を
経
ぬ
る
迄
」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
玄
賓
庵
略
記
」
は
少
な
く
と
も
玄
賓
寂
後
「
一
千

年
」
と
な
る
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
近
い
頃
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

Ｆ
部
分
は
縁
起
作
者
が
執
筆
し
た
部
分
と
推
定
さ
れ
る
。

末
尾
の「
正
二
位
前
権
大
納
言
」は
、前
権
大
納
言
で
あ
っ
た
藤
原
基
衡（
一
七
二
一

〜
一
七
九
四
）
と
み
ら
れ
る
。『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
藤
原
基
衡
は
前
権
大
納
言

藤
原
基
香
の
男
子
で
、
桜
町
天
皇
の
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
参
議
と
な
り
、
光
格

天
皇
の
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
出
家
（
法
名
澄
観
・
前
権
大
納
言
正
二
位
）
後
、
寛

政
六
年
（
一
七
九
四
）
五
月
十
日
に
七
四
歳
で
薨
じ
て
い
る
。
玄
賓
庵
蔵
「
玄
賓
庵
略

記
」
が
収
め
て
あ
る
文
箱
上
蓋
の
表
書
き
に
は
「
玄
賓
庵
略
記　

正
二
位
薗
大
納
言

基
衡
卿
御
筆
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
基
衡
は
藤
原
氏
の
「
園
氏
」
の
系
譜
に
連
な
る

人
物
な
の
で
「
薗
大
納
言
基
衡
卿
」
と
記
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
、「
玄
賓
庵
略
記
」
の
作
者
は
藤
原
基
衡
で
、
玄
賓
庵
蔵
本
は
基
衡
自
筆
本
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
基
衡
が
作
者
だ
と
す
る
と
、
出
家
以
降
の
晩

年
の
作
か
と
推
定
さ
れ
る
。

結　

語

以
上
で
、
大
和
国
三
輪
の
玄
賓
僧
都
伝
説
に
つ
い
て
の
筆
者
な
り
の
考
察
を
終
え

る
こ
と
と
す
る
。

本
稿
で
の
検
討
に
よ
り
、
一
二
世
紀
初
め
の
『
江
談
抄
』
で
玄
賓
と
三
輪
と
の
関

係
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
以
降
、一
三
世
紀
初
め
の
『
発
心
集
』『
古
事
談
』
で
は
三

輪
隠
棲
説
話
が
よ
り
具
体
的
に
記
さ
れ
、
一
五
世
紀
の
謡
曲
「
三
輪
」
で
は
三
輪
流

神
道
説
を
背
景
に
玄
賓
と
三
輪
明
神
と
の
や
り
と
り
が
描
か
れ
、一
八
世
紀
末
の『
大

和
名
所
図
会
』
で
は
「
衣
掛
け
杉
」
が
名
所
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
、
一
八
世
紀
末
の
「
玄
賓
庵
略
記
」
で
は
「
衣
掛
け
杉
伝
説
」
に
加
え
て
「
神
女

菜
摘
み
伝
説
」
が
成
立
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
時
代
と
と
も
に
、

玄
賓
三
輪
隠
棲
伝
説
は
よ
り
詳
細
な
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三
輪
の
玄
賓
庵
に
つ
い
て
、
大
正
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
磯
城
郡
誌
』
の
「
玄
賓

庵
」
の
項
に
「
小
字
、
ゲ
ン
ピ
ン
谷
に
あ
り
、
真
言
宗
古
義
派
高
野
山
金
剛
峯
寺
の

所
轄
明
王
院
の
末
寺
な
り
。
古
は
三
輪
山
の
北
檜
原
谷
に
あ
り
、
其
地
山
深
く
谷
幽

か
に
人
跡
至
る
罕
な
り
弘
仁
中
僧
玄
賓
草
庵
を
こ
こ
に
結
ひ
て
隠
遁
す
、
因
て
玄
賓

谷
と
名
く
、
後
ち
其
遺
蹟
に
大
日
如
来
を
安
置
し
之
を
玄
賓
庵
と
称
す
、
中
こ
ろ
荒

廃
せ
し
か
寛
文
七
年
比
丘
宴
光
中
興
す
、
後
維
新
の
初
め
神
仏
混
淆
の
禁
止
に
よ
り

こ
こ
に
移
せ
り
。（
中
略
）
此
地
は
元
大
神
神
社
の
境
内
な
り
し
か
、
維
新
の
際
神
地

に
仏
堂
の
存
在
を
禁
せ
ら
れ
し
に
依
り
、
明
治
元
年
今
の
地
に
移
転
し
、
境
内
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三
百
十
七
坪
、
本
堂
は
寛
文
七
年
の
建
立
、
庵
に
玄
賓
僧
都
の
木
像
・
正
二
位
園
大

納
言
基
衡
卿
の
筆
に
成
る
玄
賓
僧
都
縁
起
等
を
蔵
す㉙
。」と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記

述
か
ら
、荒
廃
し
て
い
た
玄
賓
庵
を
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
宴
光
が
中
興
し
て
本

堂
を
建
立
し
た
が
、明
治
の
廃
仏
毀
釈
の
際
に
今
の
地
に
移
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

玄
賓
庵
の
沿
革
に
よ
れ
ば
、
廃
仏
毀
釈
時
に
旧
跡
よ
り
一
四
間
（
約
二
五
メ
ー
ト
ル
）

下
っ
た
地
に
移
し
た
と
い
う
。
ま
た
、「
基
衡
卿
御
筆
」
と
さ
れ
る
玄
賓
庵
蔵
「
玄
賓

庵
略
記
」
の
存
在
か
ら
、
江
戸
時
代
末
期
に
お
け
る
玄
賓
庵
の
格
の
高
さ
が
う
か
が

わ
れ
、
注
目
さ
れ
る
。

三
輪
の
玄
賓
隠
棲
伝
説
に
関
し
て
は
、
現
代
の
伝
承
の
検
討
に
加
え
、
三
輪
流
神

道
と
慶
円
（
一
一
四
〇
〜
一
二
二
三
）
や
叡
尊
（
一
二
〇
一
〜
一
二
九
〇
）
を
め
ぐ
る
問

題
等
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
残
さ
れ
た
問
題
は
別
稿
に
ゆ
ず
る

こ
と
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
。〕

①　

興
福
寺
本
『
僧
綱
補
任
』
弘
仁
九
年
の
項
「
前
大
僧
都
玄
賓
―
六
月
十
七
入
滅
。
河

内
国
人
。
俗
姓
弓
削
連
。〔　

 

八
十
五
〕
―
」（『
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0

入
滅
」（
傍
点
筆

者
）
と
あ
る
。

②　

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

第
九
号
」

一
九
七
四
・
一
二
）、
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
・
二
）、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
。

③　

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
。

④　

原
田
信
之
「
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
一
七
巻
」
一
九
九
六
・
一
二
）・「
備
中
国
に
お
け
る
玄
賓
終
焉
地
伝
説
」（「
論
究
日

本
文
学　

第
七
九
号
」、
二
〇
〇
三
・
一
二
）・「
備
中
国
に
お
け
る
玄
賓
生
誕
地
伝
説
」

（「
立
命
館
文
学　

第
五
八
三
号
」、
二
〇
〇
四
・
三
）・「
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
・
一
〇
）・「
岡
山
県
新

見
市
の
玄
賓
僧
都
伝
説
」（「
新
見
公
立
短
期
大
学
紀
要　

第
二
七
巻
」

（
二
〇
〇
七
・
一
二
）・「
岡
山
県
高
梁
市
中
井
町
の
玄
賓
僧
都
伝
説
」（「
岡
山
民
俗　

第

二
二
八
・
二
二
九
号
」
二
〇
〇
九
・
三
）、
ほ
か
。

⑤　

奈
良
県
桜
井
市
で
の
調
査
は
、
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
に
行
っ
た
。

⑥　
『
古
本
系
江
談
抄
注
解
』（
武
蔵
野
書
院
・
一
九
七
八
）、
二
七
一
頁
。

⑦　

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
』
第
一
二
三
冊
、
七
七
頁
）
と
あ
り
、『
南
都

高
僧
伝
』
に
は
玄
賓
が
「
弘
仁
五
年
甲
午
今
年
辞
レ
職
籠
二
居
本
寺
備
中
国
誓
多
山
寺
一
。」

（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
〇
一
冊
、
五
一
七
頁
）
と
あ
る
。

⑧　

篠
原
昭
二
氏
項
目
執
筆
「
江
談
抄
」（『
日
本
短
篇
物
語
集
事
典
』
東
京
美
術
・
改
訂

新
版
一
九
八
四
、
所
収
）。

⑨　

堀
部
正
二
氏
編
著
・
片
桐
洋
一
氏
補
『
校
異
和
漢
朗
詠
集
』（
大
学
堂
書
店
・

一
九
八
一
）、
二
一
四
頁
の
「
玄
賓
」
部
分
の
校
異
に
「
粘
・
近
・
伊
・
寂
・
雲
・
田

ナ
シ
」
と
あ
る
。

⑩　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
袋
草
紙
』（
岩
波
書
店
・
一
九
九
五
）、
一
五
四
頁
。

⑪　

三
木
紀
人
氏
校
注
『
方
丈
記　

発
心
集
』（
新
潮
社
・
一
九
七
六
）、
四
六
〜
四
七

頁
。

⑫　
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
岩
波
書
店
・
簡
約
版
一
九
八
六
）、「
三
輪
」
の
項
。

⑬　

謡
曲「
三
輪
」の
引
用
は
、日
本
古
典
文
学
全
集『
謡
曲
集
一
』（
小
学
館
・
一
九
七
三
）

に
よ
っ
た
。

⑭　

中
山
泰
昌
編
『
校
註
国
歌
大
系　

第
五
巻
』（
誠
文
堂
新
光
社
・
一
九
三
三
）
所
収

の
『
続
古
今
和
歌
集
』
に
よ
っ
た
。

⑮　

注
⑥
の
『
古
本
系
江
談
抄
注
解
』（
武
蔵
野
書
院
・
一
九
七
八
）、
二
七
二
頁
。

朱
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⑯　

奈
良
県
史
料
刊
行
会
編
『
大
和
名
所
記
』（
豊
住
書
店
・
一
九
七
七
）、
三
〇
〇
〜

三
〇
一
頁
。

⑰　
『
大
和
名
所
図
会
』（
歴
史
図
書
社
・
一
九
七
一
）、
三
四
八
〜
三
四
九
頁
。

⑱　

注
⑰
の
『
大
和
名
所
図
会
』、
三
四
四
〜
三
四
五
頁
。

⑲　

注
⑰
の
『
大
和
名
所
図
会
』、
三
四
一
頁
。

⑳　

注
⑰
の
『
大
和
名
所
図
会
』、
三
三
四
頁
。

㉑　
「
玄
賓
庵
略
記
」
の
翻
刻
と
し
て
は
、『
三
輪
叢
書
』（
大
神
神
社
社
務
所
・
一
九
二
八
）

所
収
本
文
、『
大
神
神
社
史
料
第
二
巻
』（
大
神
神
社
史
料
編
修
委
員
会
・
一
九
七
四
）

所
収
本
文
、『
大
神
神
社
史
料
第
六
巻
』（
大
神
神
社
史
料
編
修
委
員
会
・
一
九
七
九
）

所
収
本
文
が
あ
る
が
、
誤
植
が
多
い
。『
三
輪
叢
書
』
所
収
翻
刻
文
お
よ
び
『
大
神
神

社
史
料
第
六
巻
』所
収
翻
刻
文
は
玄
賓
庵
所
蔵
本
の
転
写
本
を
翻
刻
し
た
も
の
と
推
定

さ
れ
、
末
尾
に
「
正
二
位
前
権
大
納
言
（
黒
印
）
／
（
右
一
巻
巻
物
仕
立
水
晶
軸
、
全

長
一
丈
二
尺
縦
一
尺
）
／
（
黒
印
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
大
神
神
社
史
料
第
二
巻
』

所
収
翻
刻
文
は
玄
賓
庵
所
蔵
本
か
ら
の
翻
刻
と
み
ら
れ
る
が
、
末
尾
に
「（
右
一
巻
巻

物
仕
立
水
晶
軸
、
全
長
一
丈
二
尺
縦
一
尺
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
『
三
輪
叢
書
』
所
収

翻
刻
文
も
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

㉒　
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
〇
一
冊
、
二
四
〇
頁
。

㉓　

池
上
洵
一
氏
校
注
『
三
国
伝
記
（
上
）』（
三
弥
井
書
店
・
一
九
七
六
）、
二
〇
九
頁
。

㉔　
『
江
談
抄
』
は
注
⑥
の
『
古
本
系
江
談
抄
注
解
』
二
七
二
頁
、『
僧
綱
補
任
裏
書
』
は

『
大
日
本
仏
教
全
書
一
一
一
』
五
七
頁
、『
閑
居
友
』
は
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『
宝
物
集　

閑
居
友　

比
良
山
古
人
霊
託
』
三
六
五
頁
、『
古
今
著
聞
集
』
は
岩
波
日
本

古
典
文
学
大
系
『
古
今
著
聞
集
』
一
四
〇
頁
。

㉕　

中
山
和
敬
氏
『
大
神
神
社
〈
改
訂
新
版
〉』（
学
生
社
・
一
九
九
九
）、
一
六
七
頁
。

㉖　

注
④
の
原
田
信
之
「
備
中
国
湯
川
寺
に
お
け
る
玄
賓
伝
説
」。

㉗
㉘　

注
④
の
原
田
信
之
「
湯
川
寺
縁
起
と
玄
賓
僧
都
伝
説
」。

㉙　
『
磯
城
郡
誌
』（
奈
良
県
磯
城
郡
役
所
・
一
九
一
五
）、
三
一
四
〜
三
一
六
頁
。

〔
付
記
〕
調
査
に
あ
た
っ
て
、
玄
賓
庵
の
金
澤
延
真
御
住
職
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。

記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
新
見
公
立
大
学
教
授
）


