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仏
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話
画
と
絵
解
き

「
道
成
寺
縁
起
」
絵
巻
の
展
開

明

治

大

学

教

授

人
文
科
学
研
究
所
長

林

雅

彦

林
で
ご
ざ
い
ま
す
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

只
今
、
田
中
徳
定
先
生
か
ら
、
過
分
な
お
言
葉
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
い
気
持
が
が
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

だ
い
そ
れ
た
こ
と
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
ご
く
興
味
本
位
で
絵
解
き
を
研
究
し
て
い
る
だ
け
で
す
。

さ
て
、
日
本
の
絵
解
き
に
関
す
る
現
存
最
古
の
記
録
は
、
九
三
一
年
に
、
今
は
廃
寺
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
嵯
峨
野
の
貞
観
寺
と

い
う
お
寺
で
視
聴
し
た
と
い
う
、
十
、
十
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
『
李
部
王
記
』
の
中
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
分
か
り

や
す
く
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
絵
解
き
と
い
う
文
芸
・
芸
能
は
、
視
聴
覚
説
教
だ
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
ろ
し
い
か
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
さ
き
ほ
ど
高
橋
文
二
先
生
の
ご
挨
拶
の
中
で
、「
仏
教
文
学
と
は
な
に
か
」と
い
う
お
話
を
う
か
が
っ
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
私
は
、
経
典
類
は
仏
教
文
学
集
な
い
し
は
仏
教
説
話
集
で
は
な
い
か
と
解
釈
・
理
解
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
、
絵
を
使
っ

て
説
き
語
る
と
い
う
文
芸
・
芸
能
と
し
て
、
絵
解
き
が
存
在
す
る
の
で
す
が
、
国
文
学
研
究
の
方
で
は
、
な
か
な
か
一
分
野
と
し
て
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
事
情
が
ご
ざ
い
ま
す
。
即
ち
、
説
話
文
学
の
一
部
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
私
は
そ
れ
に
抵
抗
し
て
「
絵

解
き
」
の
方
が
古
く
か
ら
そ
の
呼
称
が
存
在
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
ん
で
す
。「
説
話
」
と
か
「
説
話
文
学
」
と
い
う

語
彙
は
、
明
治
以
降
に
作
ら
れ
た
言
葉
で
す
か
ら
。

前
置
き
は
こ
れ
く
ら
い
に
い
た
し
ま
し
て
、
以
下
絵
解
き
の
具
体
的
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

後
程
、
黒
田
日
出
男
先
生
が
大
変
大
き
な
テ
ー
マ
で
お
話
な
さ
い
ま
す
の
で
、
ど
う
い
う
内
容
か
大
い
に
興
味
が
あ
る
の
で
す
が
、

私
の
方
は
小
さ
な
テ
ー
マ
で
、
し
か
も
み
な
さ
ん
の
お
手
元
に
い
っ
ぱ
い
資
料
を
差
し
上
げ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
道
成
寺
縁
起
」絵

巻
に
纏
わ
る
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
絵
巻
は
長
い
年
月
絵
解
き
さ
れ
て
き
ま
し
た
し
、
能
に
も
「
道
成
寺
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
曲
目
が
あ
り
ま
す
し
、
江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
長
唄
と
か
歌
舞
伎
の
世
界
で
も
、
た
く
さ
ん
の
道
成
寺
物
と
い
う
作
品
が

登
場
し
て
ま
い
り
ま
す
。
よ
く
演
じ
ら
れ
ま
す
も
の
に
、
長
唄
の
「
京
鹿
子
娘
道
成
寺
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
も
う
、

毎
年
ど
こ
か
の
劇
場
で
必
ず
演
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
能
の
「
道
成
寺
」
に
関
し
ま
し
て
も
、
国
立
能
楽
堂
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
流
派

の
能
楽
堂
で
こ
れ
ま
た
毎
年
演
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
具
合
で
す
。
で
、
能
及
び
歌
舞
伎
関
係
の
研
究
は
専
門
家
の
方
々
が
た
く
さ
ん

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
と
て
も
こ
わ
く
っ
て
、
私
は
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
は
や
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

絵
解
き
に
使
わ
れ
る
絵
画
、
日
本
で
絵
解
き
に
使
わ
れ
て
い
る
絵
画
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
仏
教
に
か
か
わ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
、

「
仏
教
説
話
画
」と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
美
術
史
の
分
野
で
は
、「
仏
教
説
話
画
」と
い
う
語
彙
が
、
昭
和
三
〇
年
代

頃
か
ら
盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
文
学
の
方
で
も
、
説
話
文
学
と
い
う
言
い
方
が
、
大
体
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
だ
ん
だ

ん
広
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
私
の
恩
師
の
西
尾
光
一
先
生
と
か
早
稲
田
大
学
の
国
東
文
麿
先
生
と
い
っ
た
方
々
に
よ
っ
て
、
説
話
文
学
の
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研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
が
、
仏
教
説
話
画
研
究
の
領
域
で
も
、
だ
い
た
い
同
時
期
急
速
に
進
展
い
た
し
ま
し
た
。

絵
解
き
に
則
し
て
見
て
い
き
ま
す
と
、
レ
ジ
メ
一
枚
目
の
真
中
あ
た
り
の
、「
説
話
画
の
諸
相
」を
ご
覧
下
さ
い
。
内
容
と
形
態
の
両

面
か
ら
分
類
出
来
ま
す
。
経
典
類
は
、「
経
説
」と
い
う
形
で
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら「
仏

伝
」
と
い
う
括
り
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
お
釈
迦
様
の
伝
記
。
日
本
で
は
「
涅
槃
図
」
と
い
う
形
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
も

江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
も
じ
り
の
「
涅
槃
図
」
と
い
う
も
の
が
い
っ
ぱ
い
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
在
原
業
平
涅
槃
図
」
と
か
「
日
蓮

聖
人
涅
槃
図
」「
芭
蕉
涅
槃
図
」、
最
た
る
物
は
、
伊
藤
若
冲
の「
野
菜
涅
槃
図
」と
言
っ
て
、
大
根
が
横
に
な
っ
て
い
て
、
回
り
に
野
菜

が
た
く
さ
ん
泣
き
悲
し
ん
で
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
韓
国
あ
た
り
で
す
と
、
お
釈
迦
さ
ん
の
伝
記
の
な

か
か
ら
、
八
場
面
大
事
な
も
の
を
抜
き
出
し
た
、「
釈
迦
八
相
図
」と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
に
も

な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
圧
倒
的
に
「
涅
槃
図
」
が
多
い
の
で
す
。
さ
ら
に
三
つ
目
に
、
各
宗
派
の
「
祖
師
・
高
僧
伝
」

を
絵
画
化
し
た
説
話
画
が
ご
ざ
い
ま
す
。
四
つ
目
が
「
寺
社
縁
起
」
と
い
う
群
で
、
名
刹
大
社
の
縁
起
・
由
来
を
絵
画
に
よ
っ
て
説
い

た
も
の
で
す
。
五
つ
目
が
「
英
雄
最
期
譚
」、
例
え
ば
安
徳
天
皇
は
英
雄
で
は
な
い
の
で
す
け
ど
、
軍
記
か
ら
題
材
を
得
た
も
の
と
し

て
、
英
雄
の
最
期
と
い
う
中
に
「
安
徳
天
皇
一
代
記
図
絵
」
と
い
う
、
下
関
の
赤
間
神
宮
に
伝
わ
っ
て
い
る
説
話
画
が
あ
り
ま
す
。
ご

存
知
の
よ
う
に
赤
間
神
宮
と
い
う
の
は
、
幕
末
ま
で
阿
弥
陀
寺
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
て
、
安
徳
天
皇
を
お
祀
り
し
て
い
る
お
寺
だ
っ
た

の
で
す
。
そ
し
て
六
つ
目
が
、
今
日
お
話
す
る
「
道
成
寺
縁
起
」
あ
る
い
は
「
刈
萱
と
石
童
丸
」
の
お
話
と
い
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
ま

で
の
五
つ
の
分
類
に
入
ら
な
い
も
の
を
、「
物
語
・
伝
説
」
と
い
う
ふ
う
に
括
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
形
態
の
上
で
は
ま
ず
壁
画
。
五
世
紀
な
い
し
六
世
紀
頃
に
作
成
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
イ
ン
ド
南
部
・
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
の

石
窟
寺
院
第
十
七
窟
に
「
五
趣
生
死
輪
」
と
呼
ば
れ
る
絵
画
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
他
に
も
、
中
央
ア
ジ
ア
の
キ
ジ
ル
千
仏
洞
に
は
、

お
釈
迦
さ
ん
の
一
代
記
を
絵
解
き
し
て
い
る
壁
画
が
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
我
々
に
は
大
変
あ
り
が
た
い
資
料
で
あ
り
ま
す
。
続
い
て
、

障
屛
画
と
い
う
形
で
、
屛
風
あ
る
い
は
障
子
ふ
す
ま

に
描
か
れ
た
絵
。
次
に
、
持
ち
運
び
に
便
利
な
絵
巻
物
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
掛
幅
絵

と
い
う
形
態
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
壁
画
の
変
形
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
よ
く
、
絵
巻
物
と
同
様
に
、
持
ち
運
び
が
便
利

な
説
話
画
で
す
。
し
か
も
絵
巻
物
に
比
べ
て
、
多
人
数
の
人
を
一
度
に
相
手
に
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
、
絵
巻
物
と
と
も
に
鎌
倉
時
代

以
降
盛
ん
に
作
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
も
の
に
よ
っ
て
は
額
絵
と
い
う
、
紙
芝
居
の
も
と
に
な
っ
た
よ
う
な
、
二
十
枚
と
か
三
十
枚

と
い
っ
た
多
く
の
絵
画
を
用
い
る
形
態
の
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。

因
み
に
、
イ
ン
ド
で
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
絵
解
き
の
ひ
と
つ
に
、
大
変
長
い
横
断
幕
、
こ
の
会
場
の
演
壇
の
両
端
ぐ
ら
い
ま
で

あ
る
絵
を
広
げ
て
、
男
女
が
一
晩
中
絵
解
き
を
す
る
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
途
中
で
疲
れ
た
り
す
る
と
、
そ
の
間
に
民
謡
と
か
歌

謡
を
謡
う
と
い
う
も
の
で
、
か
つ
て
朝
日
新
聞
の
社
屋
の
跡
に
有
楽
町
マ
リ
オ
ン
が
出
来
た
時
、
そ
の
こ
け
ら
落
と
し
に
イ
ン
ド
か
ら

親
子
の
絵
解
き
が
来
ら
れ
て
演
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
紙
芝
居
の
よ
う
な
形
の
も
の
、
十
枚
ぐ
ら
い
の
絵
を
使
っ
て
、
伴
奏
楽
器

を
手
に
し
な
が
ら
絵
を
解
く
も
の
も
、
イ
ン
ド
に
は
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
縦
型
の
、
つ
ま
り
、
絵
巻
の
よ
う
な
形
で
す
が
、

そ
の
絵
が
縦
に
展
開
し
て
い
く
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
今
か
ら
十
年
ぐ
ら
い
前
で
し
ょ
う
か
、
イ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
来
て
、
原
宿

の
ラ
フ
ォ
ー
レ
で
実
演
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
絵
巻
物
と
い
う
も
の
が
東
ア
ジ
ア
独
特
の
も
の
か
と
い
う
と
、
そ
う

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、
中
国
に
も
た
く
さ
ん
の
絵
巻
物
が
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
…
…
。

と
こ
ろ
で
、
道
成
寺
は
絵
巻
物
を
用
い
た
絵
解
き
を
現
在
も
し
て
い
る
唯
一
の
お
寺
さ
ん
な
ん
で
す
ね
。
新
潟
県
の
分
水
町
に
国こく
上じよう

寺じ
と
い
う
お
寺
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
は
良
寛
さ
ん
の
五
合
庵
で
大
変
有
名
な
寺
で
す
が
、
そ
こ
に
「
酒
呑
童
子
絵
巻
」
の
三
巻
本
が

あ
り
ま
し
て
、
か
つ
て
は
小
屋
掛
け
を
し
て
、
そ
こ
で
絵
巻
物
を
広
げ
て
扇
の
柄
で
絵
解
き
を
し
て
い
た
、
と
い
う
例
も
あ
り
ま
す
。

二
十
何
年
か
ぶ
り
で
あ
る
人
が
絵
解
き
を
し
て
下
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る
と
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う
話
を
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か
が
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研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
が
、
仏
教
説
話
画
研
究
の
領
域
で
も
、
だ
い
た
い
同
時
期
急
速
に
進
展
い
た
し
ま
し
た
。

絵
解
き
に
則
し
て
見
て
い
き
ま
す
と
、
レ
ジ
メ
一
枚
目
の
真
中
あ
た
り
の
、「
説
話
画
の
諸
相
」を
ご
覧
下
さ
い
。
内
容
と
形
態
の
両

面
か
ら
分
類
出
来
ま
す
。
経
典
類
は
、「
経
説
」と
い
う
形
で
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら「
仏

伝
」
と
い
う
括
り
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
お
釈
迦
様
の
伝
記
。
日
本
で
は
「
涅
槃
図
」
と
い
う
形
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
も

江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
も
じ
り
の
「
涅
槃
図
」
と
い
う
も
の
が
い
っ
ぱ
い
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
在
原
業
平
涅
槃
図
」
と
か
「
日
蓮

聖
人
涅
槃
図
」「
芭
蕉
涅
槃
図
」、
最
た
る
物
は
、
伊
藤
若
冲
の「
野
菜
涅
槃
図
」と
言
っ
て
、
大
根
が
横
に
な
っ
て
い
て
、
回
り
に
野
菜

が
た
く
さ
ん
泣
き
悲
し
ん
で
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
韓
国
あ
た
り
で
す
と
、
お
釈
迦
さ
ん
の
伝
記
の
な

か
か
ら
、
八
場
面
大
事
な
も
の
を
抜
き
出
し
た
、「
釈
迦
八
相
図
」と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
日
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に
も

な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
圧
倒
的
に
「
涅
槃
図
」
が
多
い
の
で
す
。
さ
ら
に
三
つ
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に
、
各
宗
派
の
「
祖
師
・
高
僧
伝
」

を
絵
画
化
し
た
説
話
画
が
ご
ざ
い
ま
す
。
四
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が
「
寺
社
縁
起
」
と
い
う
群
で
、
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刹
大
社
の
縁
起
・
由
来
を
絵
画
に
よ
っ
て
説
い

た
も
の
で
す
。
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つ
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が
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最
期
譚
」、
例
え
ば
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徳
天
皇
は
英
雄
で
は
な
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の
で
す
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ど
、
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ら
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も
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と
し

て
、
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と
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中
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徳
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一
代
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図
絵
」
と
い
う
、
下
関
の
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間
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宮
に
伝
わ
っ
て
い
る
説
話
画
が
あ
り
ま
す
。
ご

存
知
の
よ
う
に
赤
間
神
宮
と
い
う
の
は
、
幕
末
ま
で
阿
弥
陀
寺
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
て
、
安
徳
天
皇
を
お
祀
り
し
て
い
る
お
寺
だ
っ
た

の
で
す
。
そ
し
て
六
つ
目
が
、
今
日
お
話
す
る
「
道
成
寺
縁
起
」
あ
る
い
は
「
刈
萱
と
石
童
丸
」
の
お
話
と
い
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
ま

で
の
五
つ
の
分
類
に
入
ら
な
い
も
の
を
、「
物
語
・
伝
説
」
と
い
う
ふ
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っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
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上
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は
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壁
画
。
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。
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仏
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迦
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あ
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。
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と
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の
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を
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る
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の
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も
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す
。
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、
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が
一
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中
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を
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る
と
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う
も
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も
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途
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で
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た
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る
と
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の
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に
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と
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も
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の
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、
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も
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に
は
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つ
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、
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が
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の
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に
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と
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う
も
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も
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。
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前
で
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、
イ
ン
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や
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て
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て
、
原
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の
ラ
フ
ォ
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レ
で
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演
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た
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が
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り
ま
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た
。
そ
の
時
、
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物
と
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う
も
の
が
東
ア
ジ
ア
独
特
の
も
の
か
と
い
う
と
、
そ
う

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
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り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、
中
国
に
も
た
く
さ
ん
の
絵
巻
物
が
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
…
…
。
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で
、
道
成
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は
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物
を
用
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た
絵
解
き
を
現
在
も
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て
い
る
唯
一
の
お
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さ
ん
な
ん
で
す
ね
。
新
潟
県
の
分
水
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に
国こく
上じよう

寺じ
と
い
う
お
寺
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
は
良
寛
さ
ん
の
五
合
庵
で
大
変
有
名
な
寺
で
す
が
、
そ
こ
に
「
酒
呑
童
子
絵
巻
」
の
三
巻
本
が

あ
り
ま
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て
、
か
つ
て
は
小
屋
掛
け
を
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て
、
そ
こ
で
絵
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物
を
広
げ
て
扇
の
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で
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を
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て
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た
、
と
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う
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。
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か
ぶ
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で
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が
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て
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さ
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み
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の
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が
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で
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
幻
の
絵
解
き
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
た
ま
た
ま
ど
な
た
か
が
撮
影
し
た
ビ
デ
オ
が
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ

れ
を
拝
見
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
道
成
寺
に
伝
わ
る
安
珍
清
姫
の
お
話
と
い
え
ば
、
皆
さ
ん
知
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
と
思
う
ん
で
す
が
、『
本
朝
法
華

験
記
』
と
い
う
往
生
伝
の
巻
下
第
百
二
十
九
話
に
出
て
き
ま
す
。「
紀
伊
国
の
悪
女
の
話
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
お
り
ま
し
て
、

こ
れ
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
安
珍
清
姫
の
お
話
の
元
に
な
っ
た
、
現
在
一
番
古
い
話
な
の
で
す
。
奥
州
か
ら
二
人
の
坊
さ
ん
が
紀
伊
国

牟む
婁ろ
郡
に
や
っ
て
き
ま
し
て
、
宿
を
借
り
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
の
女
主
人
の
こ
と
を
寡やも
婦め
と
書
い
て
い
る
の
で
す
ね
。
若
い
清

姫
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
年
の
い
っ
た
人
妻
と
考
え
て
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
二
人
の
僧
は
そ
の
家
へ
泊
め
て
も
ら
い

ま
し
た
。
夜
中
に
な
る
と
、
こ
の
寡
婦
が
年
若
い
僧
侶
の
寝
て
い
る
所
へ
や
っ
て
き
て
、「
一
目
見
た
と
き
か
ら
あ
な
た
の
こ
と
が
好
き

に
な
っ
た
」と
言
い
、
思
い
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
の
で
、
若
い
僧
侶
は
、「
自
分
は
熊
野
へ
参
詣
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
精
進
潔
斎

し
て
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
身
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
熊
野
の
お
参
り
が
終
わ
っ
た
な
ら
ば
、
あ
な
た
の
言
う
と
お
り
に
従
い
ま
し
ょ
う
」

と
言
う
の
で
す
。
そ
の
場
ま
か
せ
の
言
葉
を
吐
い
た
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
女
主
人
は
そ
の
通
り
に
思
っ
て
待
っ
て
い
る
ん
で
す

が
、
二
人
の
僧
侶
は
逃
げ
帰
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
知
っ
た
寡
婦
は
、
自
分
の
部
屋
に
籠
も
っ
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
、

部
屋
の
中
か
ら
五いつ
尋ひろ
の
大
き
な
毒
蛇
が
出
て
来
て
、
逃
げ
て
い
っ
た
僧
侶
た
ち
の
後
を
追
い
か
け
て
い
き
ま
す
。
二
人
の
僧
侶
は
途
中

で
毒
蛇
に
身
を
代
え
た
寡
婦
に
気
が
付
い
て
、
道
成
寺
に
逃
げ
込
み
、
若
い
僧
侶
は
鐘
の
中
に
隠
れ
た
ん
で
す
ね
。
毒
蛇
と
化
し
た
寡

婦
は
、
そ
の
し
っ
ぽ
を
も
っ
て
鐘
の
収
め
ら
れ
て
い
る
建
物
の
扉
を
壊
し
て
、
鐘
の
龍
頭
と
い
う
部
分
に
巻
き
付
い
て
、
三み
時とき
ば
か
り

と
い
い
ま
す
か
ら
、
約
六
時
間
ぐ
ら
い
か
け
て
鐘
ご
と
焼
い
て
し
ま
う
、
と
い
う
話
な
ん
で
す
。
寺
僧
た
ち
が
あ
と
で
そ
の
鐘
を
ど
か

し
て
み
た
ら
、
中
か
ら
は
、
若
い
僧
侶
の
灰
と
墨
ば
か
り
が
出
て
来
た
と
い
う
。
こ
れ
は
後
代
の
話
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
す
が
、

現
在
の
道
成
寺
の
絵
解
き
で
は
、
鐘
を
除
け
て
み
ま
す
と
、
そ
こ
か
ら
真
っ
黒
焦
げ
の
安
珍
が
出
て
き
た
と
説
い
て
い
ま
す
。
た
し
か

に
猿
が
黒
焦
げ
に
な
っ
た
よ
う
な
姿
が
絵
巻
の
中
に
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
の
後
、
道
成
寺
の
僧
の
夢
枕
に
立
ち
ま
し
て
、

自
分
と
女
人
と
は
、
今
ま
だ
浄
土
へ
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
是
非
『
法
華
経
』
供
養
を
し
て
欲
し
い
と
い
う
話
を
す

る
の
で
す
が
、
ま
だ
こ
こ
で
は
平
安
時
代
の
後
半
、
末
期
と
言
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
、
一
一
〇
〇
年
頃
の
時
点
で
は
、
時
代
設
定

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
僧
侶
の
出
身
地
も
書
か
れ
て
い
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
僧
侶
の
名
前
、
安
珍
な
ん
て
名
前
は
出
て
こ
な
い

わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
女
性
が
清
姫
だ
と
い
う
こ
と
も
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。

「
安
珍
」
の
名
前
は
、
比
較
的
夙
く
て
、
鎌
倉
時
代
の
『
元
亨
釈
書
』
と
い
う
書
物
の
中
に
、「
鞍
馬
の
僧
安
珍
」
と
、
奥
州
で
は
な

く
て
、
鞍
馬
の
僧
と
い
う
ふ
う
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
清
姫
」
の
呼
称
は
、
ず
っ
と
下
っ
て
江
戸
時
代
ま
で
待
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
七
〇
〇
年
代
に
、「
道
成
寺
現
在
蛇
鱗
」と
い
う
浄
瑠
璃
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
初
演
さ
れ
た
の
は
一
七
四
二
年
で
す
が
、
そ
の

時
に
初
め
て
「
清
姫
」
と
い
う
名
前
が
出
て
来
る
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
こ
の
こ
と
を
頭
の
ど
こ
か
に
入
れ
て
お
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

幸
い
で
す
。

「
道
成
寺
縁
起
」
に
先
行
す
る
「
華
厳
宗
祖
師
縁
起
」
と
い
う
、
一
般
的
に
「
華
厳
縁
起
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
絵
巻
物
が
あ
る
の
で

す
が
、
こ
こ
に
は
朝
鮮
半
島
の
新
羅
か
ら
中
国
に
渡
っ
た
義
湘
と
い
う
大
変
立
派
な
僧
侶
の
話
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
本
来
新
羅
の
元

暁
と
義
湘
と
い
う
二
人
の
僧
侶
の
行
状
を
描
い
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
華
厳
縁
起
」
絵
巻
で
、
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
は
残
欠
本
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
明
恵
上
人
は
元
暁
に
大
変
惚
れ
込
ん
で
、
そ
の
著
作
を
次
々
と
写
し
取
っ
て
い
く
作
業
を
し
て
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
義
湘
の
方
は
日
本
で
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
朝
鮮
半
島
へ
行
く
と
、
義
湘
の
存
在
と
い
う
の
が

非
常
に
大
き
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

そ
の
「
義
湘
絵
」
の
部
分
を
見
て
い
く
と
、
義
湘
が
中
国
か
ら
新
羅
へ
帰
ろ
う
と
い
う
い
よ
い
よ
別
れ
の
時
に
、
一
人
の
女
性
、
善

妙
と
い
う
女
性
が
船
ま
で
見
送
り
に
や
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
ち
ょ
う
ど
船
と
女
性
と
の
間
、
船
寄
り
の
所
に
、
画
の
中
の
詞
と
書
き
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で
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
幻
の
絵
解
き
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
た
ま
た
ま
ど
な
た
か
が
撮
影
し
た
ビ
デ
オ
が
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ

れ
を
拝
見
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
道
成
寺
に
伝
わ
る
安
珍
清
姫
の
お
話
と
い
え
ば
、
皆
さ
ん
知
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
と
思
う
ん
で
す
が
、『
本
朝
法
華

験
記
』
と
い
う
往
生
伝
の
巻
下
第
百
二
十
九
話
に
出
て
き
ま
す
。「
紀
伊
国
の
悪
女
の
話
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
お
り
ま
し
て
、

こ
れ
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
安
珍
清
姫
の
お
話
の
元
に
な
っ
た
、
現
在
一
番
古
い
話
な
の
で
す
。
奥
州
か
ら
二
人
の
坊
さ
ん
が
紀
伊
国

牟む
婁ろ
郡
に
や
っ
て
き
ま
し
て
、
宿
を
借
り
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
の
女
主
人
の
こ
と
を
寡やも
婦め
と
書
い
て
い
る
の
で
す
ね
。
若
い
清

姫
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
年
の
い
っ
た
人
妻
と
考
え
て
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
二
人
の
僧
は
そ
の
家
へ
泊
め
て
も
ら
い

ま
し
た
。
夜
中
に
な
る
と
、
こ
の
寡
婦
が
年
若
い
僧
侶
の
寝
て
い
る
所
へ
や
っ
て
き
て
、「
一
目
見
た
と
き
か
ら
あ
な
た
の
こ
と
が
好
き

に
な
っ
た
」と
言
い
、
思
い
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
の
で
、
若
い
僧
侶
は
、「
自
分
は
熊
野
へ
参
詣
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
精
進
潔
斎

し
て
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
身
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
熊
野
の
お
参
り
が
終
わ
っ
た
な
ら
ば
、
あ
な
た
の
言
う
と
お
り
に
従
い
ま
し
ょ
う
」

と
言
う
の
で
す
。
そ
の
場
ま
か
せ
の
言
葉
を
吐
い
た
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
女
主
人
は
そ
の
通
り
に
思
っ
て
待
っ
て
い
る
ん
で
す

が
、
二
人
の
僧
侶
は
逃
げ
帰
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
知
っ
た
寡
婦
は
、
自
分
の
部
屋
に
籠
も
っ
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
、

部
屋
の
中
か
ら
五いつ
尋ひろ
の
大
き
な
毒
蛇
が
出
て
来
て
、
逃
げ
て
い
っ
た
僧
侶
た
ち
の
後
を
追
い
か
け
て
い
き
ま
す
。
二
人
の
僧
侶
は
途
中

で
毒
蛇
に
身
を
代
え
た
寡
婦
に
気
が
付
い
て
、
道
成
寺
に
逃
げ
込
み
、
若
い
僧
侶
は
鐘
の
中
に
隠
れ
た
ん
で
す
ね
。
毒
蛇
と
化
し
た
寡

婦
は
、
そ
の
し
っ
ぽ
を
も
っ
て
鐘
の
収
め
ら
れ
て
い
る
建
物
の
扉
を
壊
し
て
、
鐘
の
龍
頭
と
い
う
部
分
に
巻
き
付
い
て
、
三み
時とき
ば
か
り

と
い
い
ま
す
か
ら
、
約
六
時
間
ぐ
ら
い
か
け
て
鐘
ご
と
焼
い
て
し
ま
う
、
と
い
う
話
な
ん
で
す
。
寺
僧
た
ち
が
あ
と
で
そ
の
鐘
を
ど
か

し
て
み
た
ら
、
中
か
ら
は
、
若
い
僧
侶
の
灰
と
墨
ば
か
り
が
出
て
来
た
と
い
う
。
こ
れ
は
後
代
の
話
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
す
が
、

現
在
の
道
成
寺
の
絵
解
き
で
は
、
鐘
を
除
け
て
み
ま
す
と
、
そ
こ
か
ら
真
っ
黒
焦
げ
の
安
珍
が
出
て
き
た
と
説
い
て
い
ま
す
。
た
し
か

に
猿
が
黒
焦
げ
に
な
っ
た
よ
う
な
姿
が
絵
巻
の
中
に
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
の
後
、
道
成
寺
の
僧
の
夢
枕
に
立
ち
ま
し
て
、

自
分
と
女
人
と
は
、
今
ま
だ
浄
土
へ
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
是
非
『
法
華
経
』
供
養
を
し
て
欲
し
い
と
い
う
話
を
す

る
の
で
す
が
、
ま
だ
こ
こ
で
は
平
安
時
代
の
後
半
、
末
期
と
言
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
、
一
一
〇
〇
年
頃
の
時
点
で
は
、
時
代
設
定

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
僧
侶
の
出
身
地
も
書
か
れ
て
い
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
僧
侶
の
名
前
、
安
珍
な
ん
て
名
前
は
出
て
こ
な
い

わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
女
性
が
清
姫
だ
と
い
う
こ
と
も
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。

「
安
珍
」
の
名
前
は
、
比
較
的
夙
く
て
、
鎌
倉
時
代
の
『
元
亨
釈
書
』
と
い
う
書
物
の
中
に
、「
鞍
馬
の
僧
安
珍
」
と
、
奥
州
で
は
な

く
て
、
鞍
馬
の
僧
と
い
う
ふ
う
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
清
姫
」
の
呼
称
は
、
ず
っ
と
下
っ
て
江
戸
時
代
ま
で
待
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
七
〇
〇
年
代
に
、「
道
成
寺
現
在
蛇
鱗
」と
い
う
浄
瑠
璃
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
初
演
さ
れ
た
の
は
一
七
四
二
年
で
す
が
、
そ
の

時
に
初
め
て
「
清
姫
」
と
い
う
名
前
が
出
て
来
る
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
こ
の
こ
と
を
頭
の
ど
こ
か
に
入
れ
て
お
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

幸
い
で
す
。

「
道
成
寺
縁
起
」
に
先
行
す
る
「
華
厳
宗
祖
師
縁
起
」
と
い
う
、
一
般
的
に
「
華
厳
縁
起
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
絵
巻
物
が
あ
る
の
で

す
が
、
こ
こ
に
は
朝
鮮
半
島
の
新
羅
か
ら
中
国
に
渡
っ
た
義
湘
と
い
う
大
変
立
派
な
僧
侶
の
話
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
本
来
新
羅
の
元

暁
と
義
湘
と
い
う
二
人
の
僧
侶
の
行
状
を
描
い
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
華
厳
縁
起
」
絵
巻
で
、
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
は
残
欠
本
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
明
恵
上
人
は
元
暁
に
大
変
惚
れ
込
ん
で
、
そ
の
著
作
を
次
々
と
写
し
取
っ
て
い
く
作
業
を
し
て
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
義
湘
の
方
は
日
本
で
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
朝
鮮
半
島
へ
行
く
と
、
義
湘
の
存
在
と
い
う
の
が

非
常
に
大
き
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

そ
の
「
義
湘
絵
」
の
部
分
を
見
て
い
く
と
、
義
湘
が
中
国
か
ら
新
羅
へ
帰
ろ
う
と
い
う
い
よ
い
よ
別
れ
の
時
に
、
一
人
の
女
性
、
善

妙
と
い
う
女
性
が
船
ま
で
見
送
り
に
や
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
ち
ょ
う
ど
船
と
女
性
と
の
間
、
船
寄
り
の
所
に
、
画
の
中
の
詞
と
書
き
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僧
の
浄
衣
着
た
る
が
、
熊
野
参
詣
す
る
あ
り
け
り
」
と
、
僧
は
奥
州
の
出
身
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
舞
台
は
紀
の
国

牟
婁
の
郡
真
砂
ま
な
ご

と
い
う
所
に
な
り
ま
し
て
、
女
性
は
、
そ
の
真
砂
の
清きよ
次つぐ
庄
司
と
い
う
土
地
の
名
家
の
寡
婦
な
ん
で
す
ね
。
現
在
、
牟

婁
郡
真
砂
の
地
へ
行
き
ま
す
と
、
こ
れ
が
清
姫
の
館
跡
だ
と
い
う
、
礎
石
ま
で
残
っ
て
い
る
場
所
が
あ
る
の
で
す
が
、
山
の
中
に
そ
う

い
う
場
所
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
前
を
流
れ
て
い
る
川
に
清
姫
ヶ
淵
と
呼
ば
れ
て
い
る
淀
み
が
あ
っ
て
、
夏
の
時
期
そ
こ
へ
行
き
ま
す

と
、
子
供
達
が
水
浴
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
が
、
在
地
伝
承
の
中
で
そ
う
い
う
ふ
う
に
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
最
前
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、

「
道
成
寺
縁
起
」で
も
、
冒
頭
の
一
節
に
清
次
庄
司
と
申
す
人
の
嫁
だ
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
人
妻
だ
と
出
て
く
る
の
で
す
が
、
在

地
の
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
「
清
姫
由
緒
図
絵
」
な
ど
の
絵
巻
物
や
、
同
じ
く
江
戸
時
代
の
歌
謡
の
類
に
は
、
主
人
公
は
一
三
歳
の
娘

と
い
う
ふ
う
に
、
後
世
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
絵
解
き
の
台
本
で
も
、
江
戸
の
末
期
の
も

の
は
も
ち
ろ
ん
、
道
成
寺
が
出
来
て
一
〇
〇
〇
年
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
鐘
巻
千
年
祭
と
い
う
記
念
祭
を
や
っ
た

ん
で
す
。
こ
の
時
、
大
勢
の
参
拝
客
が
あ
る
と
当
て
込
ん
で
台
本
を
作
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
は「
こ
こ
の
部
分
は
こ
う
話
す
よ
う
に
」

と
か
、「
ち
ょ
っ
と
止
め
て
間ま
を
お
け
」と
か
、「
大
声
で
」と
い
う
具
合
に
ト
書
き
が
付
い
て
い
る
ん
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
道
成
寺
で

も
主
人
公
は
一
三
歳
と
い
う
ふ
う
に
伝
承
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
レ
ジ
メ
に
は
か
つ
て
本
堂
で
絵
解
き
を
し
て
い
た
頃
の
写
真
を
参

考
に
掲
げ
た
の
で
す
が
、
御
覧
の
よ
う
に
、
絵
巻
を
斜
め
の
台
の
上
に
乗
せ
ま
し
て
、
く
る
く
る
と
巻
き
取
り
な
が
ら
絵
解
き
を
し
て

い
く
わ
け
で
す
。
今
は
縁
起
堂
と
い
う
建
物
に
移
り
ま
し
た
け
ど
も
、
現
在
も
そ
こ
で
こ
う
い
う
形
の
大
型
の
台
を
用
い
て
絵
解
き
を

し
て
い
ま
す
。

「
道
成
寺
縁
起
」
上
巻
冒
頭
部
分
の
絵
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
こ
こ
で
も
画
中
詞
を
用
い
て
会
話
を
書
き
留
め
て
い
ま
す
。
絵

の
順
序
と
し
て
は
、
家
の
中
の
方
が
先
で
、
そ
の
後
旅
立
っ
て
い
く
安
珍
を
清
姫
が
見
送
る
、
そ
し
て
「
間
違
い
な
く
帰
り
に
寄
っ
て

く
だ
さ
い
ね
」
と
言
っ
て
い
る
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
ん
で
す
。
以
下
に
も
、
会
話
や
登
場
人
物
の
説
明
、
地
名
の
説
明
な
ど
、
画
中
詞

図１ 「華厳宗祖師絵伝」［義湘絵］巻３ 鎌倉時代（13世紀）

ま
す
け
れ
ど
も
、
画
中
詞
で
そ
の
絵
の
説
明
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
に
、

義
湘
の
乗
っ
た
船
が
港
を
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
い
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た

善
妙
の
悶
え
苦
し
む
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
も
、
嘆
き
悲
し

む
善
妙
の
様
子
が
、
画
中
詞
の
形
で
記
さ
れ
て
い
ま
す（
図
１
）。
画
中
詞

と
い
う
の
は
、
絵
の
説
明
と
か
、
場
面
の
解
説
、
そ
れ
か
ら
簡
単
な
登
場

人
物
の
会
話
な
ど
の
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
善
妙

が
海
中
へ
飛
び
込
ん
で
龍
と
化
し
、
義
湘
の
乗
っ
た
船
を
背
に
乗
せ
て
、

無
事
に
新
羅
の
国
へ
送
り
届
け
た
、
と
い
う
ん
で
す
。
こ
れ
が
、
ど
う
や

ら
「
道
成
寺
縁
起
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
夙
く
か
ら
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
即
ち
、
江
戸
時
代
の
屋
代
弘
賢
と
い
う
学
者
が
『
道
成
寺
考
』
と

い
う
書
物
を
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
、
中
国
の
『
宋
高
僧
伝
』

に
こ
の
義
湘
の
話
が
出
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
善

妙
は
龍
と
な
っ
て
善
行
を
施
し
た
話
だ
と
解
し
、
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
悪

の
方
に
持
っ
て
行
っ
た
の
が
、
こ
の
「
道
成
寺
縁
起
」
だ
、
と
い
う
解
釈

を
示
し
て
い
ま
す
。

「
道
成
寺
縁
起
」
の
上
巻
冒
頭
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
ま
ず
詞
書
が
あ

っ
て
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
時
代
が
設
定
さ
れ
ま
す
、「
醍
醐
天
皇
の
御
宇
、

延
長
六
年
八
月
」の
頃
だ
と
。
そ
し
て
そ
の
後
で
、「
奥
州
よ
り
見
目
よ
き

四
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僧
の
浄
衣
着
た
る
が
、
熊
野
参
詣
す
る
あ
り
け
り
」
と
、
僧
は
奥
州
の
出
身
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
舞
台
は
紀
の
国

牟
婁
の
郡
真
砂
ま
な
ご

と
い
う
所
に
な
り
ま
し
て
、
女
性
は
、
そ
の
真
砂
の
清きよ
次つぐ
庄
司
と
い
う
土
地
の
名
家
の
寡
婦
な
ん
で
す
ね
。
現
在
、
牟

婁
郡
真
砂
の
地
へ
行
き
ま
す
と
、
こ
れ
が
清
姫
の
館
跡
だ
と
い
う
、
礎
石
ま
で
残
っ
て
い
る
場
所
が
あ
る
の
で
す
が
、
山
の
中
に
そ
う

い
う
場
所
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
前
を
流
れ
て
い
る
川
に
清
姫
ヶ
淵
と
呼
ば
れ
て
い
る
淀
み
が
あ
っ
て
、
夏
の
時
期
そ
こ
へ
行
き
ま
す

と
、
子
供
達
が
水
浴
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
が
、
在
地
伝
承
の
中
で
そ
う
い
う
ふ
う
に
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
最
前
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、

「
道
成
寺
縁
起
」で
も
、
冒
頭
の
一
節
に
清
次
庄
司
と
申
す
人
の
嫁
だ
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
人
妻
だ
と
出
て
く
る
の
で
す
が
、
在

地
の
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
「
清
姫
由
緒
図
絵
」
な
ど
の
絵
巻
物
や
、
同
じ
く
江
戸
時
代
の
歌
謡
の
類
に
は
、
主
人
公
は
一
三
歳
の
娘

と
い
う
ふ
う
に
、
後
世
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
絵
解
き
の
台
本
で
も
、
江
戸
の
末
期
の
も

の
は
も
ち
ろ
ん
、
道
成
寺
が
出
来
て
一
〇
〇
〇
年
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
鐘
巻
千
年
祭
と
い
う
記
念
祭
を
や
っ
た

ん
で
す
。
こ
の
時
、
大
勢
の
参
拝
客
が
あ
る
と
当
て
込
ん
で
台
本
を
作
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
は「
こ
こ
の
部
分
は
こ
う
話
す
よ
う
に
」

と
か
、「
ち
ょ
っ
と
止
め
て
間ま
を
お
け
」と
か
、「
大
声
で
」と
い
う
具
合
に
ト
書
き
が
付
い
て
い
る
ん
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
道
成
寺
で

も
主
人
公
は
一
三
歳
と
い
う
ふ
う
に
伝
承
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
レ
ジ
メ
に
は
か
つ
て
本
堂
で
絵
解
き
を
し
て
い
た
頃
の
写
真
を
参

考
に
掲
げ
た
の
で
す
が
、
御
覧
の
よ
う
に
、
絵
巻
を
斜
め
の
台
の
上
に
乗
せ
ま
し
て
、
く
る
く
る
と
巻
き
取
り
な
が
ら
絵
解
き
を
し
て

い
く
わ
け
で
す
。
今
は
縁
起
堂
と
い
う
建
物
に
移
り
ま
し
た
け
ど
も
、
現
在
も
そ
こ
で
こ
う
い
う
形
の
大
型
の
台
を
用
い
て
絵
解
き
を

し
て
い
ま
す
。

「
道
成
寺
縁
起
」
上
巻
冒
頭
部
分
の
絵
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
こ
こ
で
も
画
中
詞
を
用
い
て
会
話
を
書
き
留
め
て
い
ま
す
。
絵

の
順
序
と
し
て
は
、
家
の
中
の
方
が
先
で
、
そ
の
後
旅
立
っ
て
い
く
安
珍
を
清
姫
が
見
送
る
、
そ
し
て
「
間
違
い
な
く
帰
り
に
寄
っ
て

く
だ
さ
い
ね
」
と
言
っ
て
い
る
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
ん
で
す
。
以
下
に
も
、
会
話
や
登
場
人
物
の
説
明
、
地
名
の
説
明
な
ど
、
画
中
詞

図１ 「華厳宗祖師絵伝」［義湘絵］巻３ 鎌倉時代（13世紀）

ま
す
け
れ
ど
も
、
画
中
詞
で
そ
の
絵
の
説
明
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
に
、

義
湘
の
乗
っ
た
船
が
港
を
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
い
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た

善
妙
の
悶
え
苦
し
む
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
も
、
嘆
き
悲
し

む
善
妙
の
様
子
が
、
画
中
詞
の
形
で
記
さ
れ
て
い
ま
す（
図
１
）。
画
中
詞

と
い
う
の
は
、
絵
の
説
明
と
か
、
場
面
の
解
説
、
そ
れ
か
ら
簡
単
な
登
場

人
物
の
会
話
な
ど
の
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
善
妙

が
海
中
へ
飛
び
込
ん
で
龍
と
化
し
、
義
湘
の
乗
っ
た
船
を
背
に
乗
せ
て
、

無
事
に
新
羅
の
国
へ
送
り
届
け
た
、
と
い
う
ん
で
す
。
こ
れ
が
、
ど
う
や

ら
「
道
成
寺
縁
起
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
夙
く
か
ら
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
即
ち
、
江
戸
時
代
の
屋
代
弘
賢
と
い
う
学
者
が
『
道
成
寺
考
』
と

い
う
書
物
を
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
、
中
国
の
『
宋
高
僧
伝
』

に
こ
の
義
湘
の
話
が
出
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
善

妙
は
龍
と
な
っ
て
善
行
を
施
し
た
話
だ
と
解
し
、
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
悪

の
方
に
持
っ
て
行
っ
た
の
が
、
こ
の
「
道
成
寺
縁
起
」
だ
、
と
い
う
解
釈

を
示
し
て
い
ま
す
。

「
道
成
寺
縁
起
」
の
上
巻
冒
頭
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
ま
ず
詞
書
が
あ

っ
て
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
時
代
が
設
定
さ
れ
ま
す
、「
醍
醐
天
皇
の
御
宇
、

延
長
六
年
八
月
」の
頃
だ
と
。
そ
し
て
そ
の
後
で
、「
奥
州
よ
り
見
目
よ
き
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が
盛
ん
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
松
の
木
の
右
側
に
い
る
人
物
の
辺
り
を
見
ま
す
と
、
浄
衣
を
着
て
、
脛は
巾ばき
、
脚
絆
を
巻
い
て

い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
姿
は
当
時
の
熊
野
参
詣
者
た
ち
の
旅
の
服
装
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
絵
巻
の
中
を
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
、
登

場
し
て
く
る
男
の
人
は
み
ん
な
こ
う
い
う
格
好
を
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
現
存
の
「
道
成
寺
縁
起
」
が
作
ら
れ
た
の
は
、
一
五
〇
〇
年

代
後
半
な
ん
で
す
が
、
近
世
に
至
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
こ
う
い
う
出
で
立
ち
で
参
詣
を
し
て
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
か

ら
左
端
の
方
を
見
ま
す
と
、
清
姫
、
と
り
あ
え
ず
清
姫
と
言
っ
て
お
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
清
姫
が
、
熊
野
街
道
を
往
き
来
す
る
人
々

に
「
二
人
の
僧
を
見
ま
せ
ん
で
し
た
か
」
と
尋
ね
ま
す
。
こ
の
相
手
の
先
頭
は
先
達
の
山
伏
、
そ
し
て
そ
の
後
は
旅
人
、
そ
の
後
に
笈

を
背
負
っ
て
い
る
人
物
が
強
力
と
呼
ば
れ
る
荷
物
を
運
ぶ
人
、
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
旅
を
し
て
い
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
推
測
出
来
る
ん

で
す
ね
。

次
の
レ
ジ
メ
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
清
姫
は
、「
そ
の
二
人
の
僧
侶
は
、
も
う
ず
っ
と
先
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
」と
い

う
こ
と
を
道
行
く
旅
人
か
ら
聞
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
途
中
で
頭
に
か
っ
と
き
ま
し
て
、
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
の
で
、
脛
も
あ
ら

わ
に
し
な
が
ら
草
履
が
片
方
脱
げ
た
ま
ま
二
人
を
追
い
か
け
て
い
き
ま
す
。
馬
の
手
綱
を
と
っ
て
い
る
人
、
先
達
の
右
側
の
画
中
詞
は
、

本
当
は
清
姫
の
す
ぐ
脇
に
書
い
て
あ
る
の
が
い
い
の
で
す
が
、「
う
ら
な
し
も
お
も
て
な
し
も
う
せ
う
方
へ
う
せ
よ
」と
、
そ
ん
な
こ
と

を
言
っ
て
ら
れ
な
い
と
追
い
か
け
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
見
た
先
達
が
、「
こ
こ
な
る
女
房
の
け
し
き
ご
ら
ん
候
へ
」、
つ
ま
り
、「
あ

の
女
房
の
様
子
を
御
覧
下
さ
い
」
と
言
う
と
、
馬
上
の
女
性
が
、
虫
除
け
の
た
め
の
虫
垂
れ
笠
と
い
う
も
の
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
が
、

山
蛭
が
上
か
ら
落
ち
て
き
ま
す
か
ら
、
そ
の
山
蛭
を
防
ぐ
た
め
虫
除
け
の
虫
垂
れ
笠
と
い
う
も
の
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
女
性
が
、

「
誠
に
も
あ
な
あ
な
お
そ
ろ
し
の
気
色
や
」、「
あ
あ
、
恐
ろ
し
い
。
怖
い
女
の
人
ね
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
よ
う

に
、
こ
こ
で
は
作
中
人
物
の
会
話
を
記
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
、
物
語
の
享
受
者
自
身
、
即
ち
、
道
成
寺
へ
参
詣
し
て
そ
の
折
に
絵
解

き
を
見
る
人
々
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
物
語
、
作
中
の
人
物
に
も
な
り
得
る
よ
う
な
人
々
、
自
分
だ
っ
て
作
中
人
物
の
ひ
と
り
だ
と
い

う
追
体
験
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。
多
く
の
人
々
の
絵
解
き
の
場
へ
の
積
極
的
参
加
と
い
う
も
の
を
、
こ
う
い

う
表
現
の
中
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
ち
ょ
っ
と
左
の
方
へ
繙
く
と
、
し
ゃ
が
ん

で
い
る
人
が
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
絹
張
り
の
脚
絆
の
括
り
が
ほ
ど
け
て
し
ま
っ
て
難
儀
を
し
て
お
り
、
ど
う
や
っ
て
履
き
な
お
そ

う
か
と
い
う
場
面
な
の
で
す
が
、
今
だ
っ
た
ら
鞐こはぜ
が
つ
い
て
い
て
、
そ
れ
が
外
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
壊
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
困
っ
て

い
る
旅
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
や
ら
「
道
成
寺
縁
起
」
の
中
に
描
か
れ
た
人
物
と
い
う
の
は
、
折
々
の
物
語
の
享
受
者
で

も
あ
り
得
る
よ
う
な
、
私
た
ち
も
そ
の
場
面
に
今
す
ぐ
に
で
も
入
れ
る
よ
う
な
雰
囲
気
と
い
う
も
の
が
、
か
つ
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
絵
解
き
を
す
る
人
と
、
見
聞
す
る
人
と
、
そ
し
て
そ
の
場
と
い
う
も
の
が
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
絵

解
き
へ
の
参
画
と
言
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
絵
の
中
に
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。

さ
ら
に
向
か
っ
て
右
に
繙
い
て
い
き
ま
す
と
、
右
端
の
方
に
「
切
目
五
体
王
子
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
髪
を
振
り
乱
し

た
清
姫
が
追
い
か
け
て
い
く
そ
の
次
の
場
面
の
左
上
の
方
に
は
、「
こ
こ
は
上
野
と
い
う
所
」
と
あ
っ
て
、
熊
野
九
十
九
王
子
、
つ
ま

り
、
熊
野
街
道
は
日
高
川
の
近
く
に
だ
ん
だ
ん
な
っ
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
た
り
の
熊
野
王
子
社
名
が
常
套
語
句
の
よ
う

に
出
て
き
ま
す
の
で
、
実
際
に
旅
を
し
た
人
々
に
は
、「
あ
あ
、
あ
そ
こ
は
最
前
歩
い
て
き
た
あ
の
場
所
だ
」と
確
認
し
得
る
よ
う
な
描

き
方
が
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
他
に
も
、「
何
々
と
い
う
所
」「
こ
こ
は
何
々
」と
い
う
よ
う
な
言
い
方
が
画
中
詞
に
な
っ
て
お
り
ま

し
て
、
や
っ
ぱ
り
絵
解
き
を
想
定
し
な
い
と
理
解
出
来
な
い
よ
う
な
場
面
と
い
う
の
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
辺
り
か
ら
清
姫
は
だ

ん
だ
ん
髪
の
毛
を
振
り
乱
し
て
蛇
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
次
は
、「
南
無
金
剛
童
子
助
け
さ
せ
給
へ
」と
、
安
珍
は
笈
も
数
珠
も
す

べ
て
か
な
ぐ
り
捨
て
て
な
ん
と
か
逃
げ
よ
う
と
す
る
場
面
で
す
。
安
珍
が
助
け
を
求
め
る
金
剛
童
子
と
い
う
の
は
、
熊
野
権
現
の
眷
属

神
の
一
つ
な
ん
で
す
ね
。
熊
野
権
現
に
仕
え
る
神
様
と
い
う
の
で
、
こ
こ
に
当
時
大
い
に
流
行
っ
た
熊
野
信
仰
の
一
つ
の
姿
が
見
ら
れ

四
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が
盛
ん
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
松
の
木
の
右
側
に
い
る
人
物
の
辺
り
を
見
ま
す
と
、
浄
衣
を
着
て
、
脛は
巾ばき
、
脚
絆
を
巻
い
て

い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
姿
は
当
時
の
熊
野
参
詣
者
た
ち
の
旅
の
服
装
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
絵
巻
の
中
を
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
、
登

場
し
て
く
る
男
の
人
は
み
ん
な
こ
う
い
う
格
好
を
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
現
存
の
「
道
成
寺
縁
起
」
が
作
ら
れ
た
の
は
、
一
五
〇
〇
年

代
後
半
な
ん
で
す
が
、
近
世
に
至
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
こ
う
い
う
出
で
立
ち
で
参
詣
を
し
て
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
か

ら
左
端
の
方
を
見
ま
す
と
、
清
姫
、
と
り
あ
え
ず
清
姫
と
言
っ
て
お
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
清
姫
が
、
熊
野
街
道
を
往
き
来
す
る
人
々

に
「
二
人
の
僧
を
見
ま
せ
ん
で
し
た
か
」
と
尋
ね
ま
す
。
こ
の
相
手
の
先
頭
は
先
達
の
山
伏
、
そ
し
て
そ
の
後
は
旅
人
、
そ
の
後
に
笈

を
背
負
っ
て
い
る
人
物
が
強
力
と
呼
ば
れ
る
荷
物
を
運
ぶ
人
、
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
旅
を
し
て
い
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
推
測
出
来
る
ん

で
す
ね
。

次
の
レ
ジ
メ
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
清
姫
は
、「
そ
の
二
人
の
僧
侶
は
、
も
う
ず
っ
と
先
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
」と
い

う
こ
と
を
道
行
く
旅
人
か
ら
聞
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
途
中
で
頭
に
か
っ
と
き
ま
し
て
、
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
の
で
、
脛
も
あ
ら

わ
に
し
な
が
ら
草
履
が
片
方
脱
げ
た
ま
ま
二
人
を
追
い
か
け
て
い
き
ま
す
。
馬
の
手
綱
を
と
っ
て
い
る
人
、
先
達
の
右
側
の
画
中
詞
は
、

本
当
は
清
姫
の
す
ぐ
脇
に
書
い
て
あ
る
の
が
い
い
の
で
す
が
、「
う
ら
な
し
も
お
も
て
な
し
も
う
せ
う
方
へ
う
せ
よ
」と
、
そ
ん
な
こ
と

を
言
っ
て
ら
れ
な
い
と
追
い
か
け
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
見
た
先
達
が
、「
こ
こ
な
る
女
房
の
け
し
き
ご
ら
ん
候
へ
」、
つ
ま
り
、「
あ

の
女
房
の
様
子
を
御
覧
下
さ
い
」
と
言
う
と
、
馬
上
の
女
性
が
、
虫
除
け
の
た
め
の
虫
垂
れ
笠
と
い
う
も
の
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
が
、

山
蛭
が
上
か
ら
落
ち
て
き
ま
す
か
ら
、
そ
の
山
蛭
を
防
ぐ
た
め
虫
除
け
の
虫
垂
れ
笠
と
い
う
も
の
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
女
性
が
、

「
誠
に
も
あ
な
あ
な
お
そ
ろ
し
の
気
色
や
」、「
あ
あ
、
恐
ろ
し
い
。
怖
い
女
の
人
ね
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
よ
う

に
、
こ
こ
で
は
作
中
人
物
の
会
話
を
記
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
、
物
語
の
享
受
者
自
身
、
即
ち
、
道
成
寺
へ
参
詣
し
て
そ
の
折
に
絵
解

き
を
見
る
人
々
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
物
語
、
作
中
の
人
物
に
も
な
り
得
る
よ
う
な
人
々
、
自
分
だ
っ
て
作
中
人
物
の
ひ
と
り
だ
と
い

う
追
体
験
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。
多
く
の
人
々
の
絵
解
き
の
場
へ
の
積
極
的
参
加
と
い
う
も
の
を
、
こ
う
い

う
表
現
の
中
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
ち
ょ
っ
と
左
の
方
へ
繙
く
と
、
し
ゃ
が
ん

で
い
る
人
が
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
絹
張
り
の
脚
絆
の
括
り
が
ほ
ど
け
て
し
ま
っ
て
難
儀
を
し
て
お
り
、
ど
う
や
っ
て
履
き
な
お
そ

う
か
と
い
う
場
面
な
の
で
す
が
、
今
だ
っ
た
ら
鞐こはぜ
が
つ
い
て
い
て
、
そ
れ
が
外
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
壊
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
困
っ
て

い
る
旅
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
や
ら
「
道
成
寺
縁
起
」
の
中
に
描
か
れ
た
人
物
と
い
う
の
は
、
折
々
の
物
語
の
享
受
者
で

も
あ
り
得
る
よ
う
な
、
私
た
ち
も
そ
の
場
面
に
今
す
ぐ
に
で
も
入
れ
る
よ
う
な
雰
囲
気
と
い
う
も
の
が
、
か
つ
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
絵
解
き
を
す
る
人
と
、
見
聞
す
る
人
と
、
そ
し
て
そ
の
場
と
い
う
も
の
が
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
絵

解
き
へ
の
参
画
と
言
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
絵
の
中
に
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。

さ
ら
に
向
か
っ
て
右
に
繙
い
て
い
き
ま
す
と
、
右
端
の
方
に
「
切
目
五
体
王
子
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
髪
を
振
り
乱
し

た
清
姫
が
追
い
か
け
て
い
く
そ
の
次
の
場
面
の
左
上
の
方
に
は
、「
こ
こ
は
上
野
と
い
う
所
」
と
あ
っ
て
、
熊
野
九
十
九
王
子
、
つ
ま

り
、
熊
野
街
道
は
日
高
川
の
近
く
に
だ
ん
だ
ん
な
っ
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
た
り
の
熊
野
王
子
社
名
が
常
套
語
句
の
よ
う

に
出
て
き
ま
す
の
で
、
実
際
に
旅
を
し
た
人
々
に
は
、「
あ
あ
、
あ
そ
こ
は
最
前
歩
い
て
き
た
あ
の
場
所
だ
」と
確
認
し
得
る
よ
う
な
描

き
方
が
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
他
に
も
、「
何
々
と
い
う
所
」「
こ
こ
は
何
々
」と
い
う
よ
う
な
言
い
方
が
画
中
詞
に
な
っ
て
お
り
ま

し
て
、
や
っ
ぱ
り
絵
解
き
を
想
定
し
な
い
と
理
解
出
来
な
い
よ
う
な
場
面
と
い
う
の
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
辺
り
か
ら
清
姫
は
だ

ん
だ
ん
髪
の
毛
を
振
り
乱
し
て
蛇
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
次
は
、「
南
無
金
剛
童
子
助
け
さ
せ
給
へ
」と
、
安
珍
は
笈
も
数
珠
も
す

べ
て
か
な
ぐ
り
捨
て
て
な
ん
と
か
逃
げ
よ
う
と
す
る
場
面
で
す
。
安
珍
が
助
け
を
求
め
る
金
剛
童
子
と
い
う
の
は
、
熊
野
権
現
の
眷
属

神
の
一
つ
な
ん
で
す
ね
。
熊
野
権
現
に
仕
え
る
神
様
と
い
う
の
で
、
こ
こ
に
当
時
大
い
に
流
行
っ
た
熊
野
信
仰
の
一
つ
の
姿
が
見
ら
れ
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る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
、
熊
野
の
眷
属
神
に
擁
護
を
頼
む
と
い
う
よ
う
な
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
次
の
場
面
に
、
今
度
は
胸
か

ら
上
が
蛇
体
に
な
っ
た
清
姫
が
「
南
無
観
世
音
、
こ
の
世
も
後
世
も
助
け
給
へ
」
と
唱
え
る
画
中
詞
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は

観
音
信
仰
。
道
成
寺
は
千
手
観
音
が
ご
本
尊
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
道
成
寺
と
熊
野
権
現
と
い
う
二
つ
の
信
仰
の
場
が
、
そ
れ
と
は
な

し
に
こ
の
物
語
の
中
に
描
か
れ
て
い
て
、
信
仰
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
熊
野
参
詣
の
復
路
、
帰
り
道
。
余
談
で
す
が
、
大
学
駅
伝
、
箱
根
駅
伝
で
駒
澤
大
学
チ
ー
ム
は
常
に
有
力
で
す
け
れ
ど
も
、
私

は
明
治
大
学
に
勤
め
て
二
一
年
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
間
一
度
だ
け
明
治
大
学
は
本
選
に
出
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
す
。
皆
さ
ん
、
往

路
・
復
路
と
い
う
言
葉
を
よ
く
御
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
い
つ
い
絵
解
き
を
勉
強
し
て
い
ま
す
と
、
皆
さ
ん
の
関
心
を
引
く
た
め
に
、

あ
ま
り
本
筋
に
関
係
な
い
こ
と
を
口
に
出
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
絵
解
き
に
は
、
そ
う
い
う
要
素
が
あ
る
の
で
す
。

こ
の
復
路
に
塩
屋
王
子
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
実
際
に
一
昨
年
、
塩
屋
の
付
近
を
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
台
風

が
接
近
し
て
い
て
、
雨
が
下
か
ら
吹
き
上
げ
て
く
る
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。
会
話
で
構
成
さ
れ
て
き
た
「
道
成
寺
縁
起
」
が
一
転
し
て
、

こ
こ
か
ら
先
は
語
り
手
の
側
に
立
っ
た
地
の
文
の
画
中
詞
と
い
う
形
で
、
説
明
的
な
画
中
詞
が
た
く
さ
ん
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

語
り
手
と
い
う
存
在
を
こ
の
辺
で
意
識
し
て
お
り
、
絵
解
き
を
前
提
と
し
な
い
と
、
理
解
し
に
く
い
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

安
珍
は
ま
も
な
く
日
高
川
の
ほ
と
り
に
や
っ
て
来
ま
す
。
こ
の
場
面
で
は
、
船
頭
が
舟
の
上
で
じ
っ
と
辺
り
を
見
て
い
る
ん
で
す
ね
。

後
か
ら
来
る
女
の
人
を
絶
対
に
乗
せ
な
い
で
ほ
し
い
と
、
船
頭
は
安
珍
に
頼
ま
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
安
珍
か
ら
袖
の
下
を
貰
っ
て
い

る
と
思
う
の
で
す
が
…
…
。
じ
っ
と
見
て
い
る
人
の
姿
と
い
う
も
の
は
、
語
り
手
の
、
あ
る
い
は
絵
解
き
を
聞
い
て
い
る
人
の
姿
の
よ

う
な
気
が
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
第
三
者
的
な
立
場
と
言
え
ま
す
。
上
巻
の
最
後
の
場
面
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
仕
方

な
く
清
姫
は
角
を
一
本
生
や
し
た
大
毒
蛇
と
な
っ
て
、
日
高
川
を
渡
っ
て
い
き
ま
す
。
た
ま
た
ま
一
、
二
年
ほ
ど
前
に
熊
野
街
道
の
一

部
を
歩
き
ま
し
た
ら
、
そ
の
時
ま
さ
に
「
道
成
寺
縁
起
」
に
出
て
来
る
よ
う
な
、
道
成
寺
が
だ
ん
だ
ん
近
づ
い
て
く
る
あ
た
り
の
日
高

川
に
小
舟
が
幾
艘
か
浮
か
ん
で
い
ま
し
た
。
台
風
の
後
で
し
た
か
ら
、
か
な
り
水
嵩
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
波
を
掻
き
分
け
て
泳

い
で
い
く
蛇
の
姿
を
、
現
在
の
道
成
寺
の
絵
解
き
で
は
、「
角
が
一
本
、
龍
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
蛇
な
ん
で
す
よ
」と
い
う
ふ
う
に
説

明
を
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
画
面
を
見
る
と
、
角
が
一
本
の
近
世
の
絵
巻
物
も
あ
れ
ば
、
角
が
二
本
と
い
う
絵
巻
物
も
あ
る
の
で
す
が
、

角
が
一
本
と
い
う
の
が
、「
道
成
寺
縁
起
」
そ
の
も
の
の
大
毒
蛇
の
姿
な
ん
で
す
。

下
巻
は
冒
頭
部
分
に
、
本
来
の
「
道
成
寺
縁
起
」
に
ふ
さ
わ
し
い
縁
起
由
来
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
文
武
天
皇
の
勅
願
に
よ
っ
て
、

紀
の
大
臣
道
成
公
が
作
っ
た
寺
で
あ
り
、
御
本
尊
が
千
手
観
音
で
あ
る
と
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
ん
で
す
が
、
縁
起
由
来
が
語
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。
本
当
は
こ
こ
の
部
分
が
中
心
で
あ
っ
て
、
初
め
て
「
道
成
寺
縁﹅
起﹅
」
で
あ
る
べ
き
な
の
で
す
が
。
因
み
に
、
京
都
精
華
大

学
の
田
中
貴
子
さ
ん
は
、
こ
れ
を
「
道
成
寺
縁﹅
起﹅
」
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
と
。
こ
の
絵
巻
は
道
成
寺
説﹅
話﹅
と
か
道
成
寺
物﹅
語﹅
と
言
う

べ
き
で
あ
っ
て
、
縁
起
、
由
来
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。

く
り
返
し
て
申
し
ま
す
と
、
下
巻
は
ま
ず
本
文
、
詞
書
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
後
絵
が
連
続
し
て
出
て
来
ま
す
。
そ
の
絵
の
内
容
は

と
い
う
と
、
道
成
寺
の
境
内
と
、
そ
れ
か
ら
か
つ
て
昭
和
初
年
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
台
風
の
時
に
、
山
門
に
通
じ
る
道
成
寺
の
六
二

段
の
石
段
の
途
中
ま
で
水
に
浸
っ
た
と
い
う
、
昔
は
そ
う
と
う
水
が
出
た
所
ら
し
い
の
で
す
。
今
と
は
ち
ょ
っ
と
形
が
違
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
山
門
や
伽
藍
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
繙
き
ま
す
と
、
助
け
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
安
珍
を
、
僧
侶
達
が
ど
う
や
っ
た
ら

匿
え
る
の
か
議
論
し
て
い
る
場
面
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
下
巻
も
ま
た
画
中
詞
が
も
の
す
ご
く
た
く
さ
ん
出
て
ま
い
り
ま
す
。

絵
が
自
立
し
て
い
く
と
、
絵
だ
け
で
物
語
を
展
開
し
て
い
く
と
い
う
性
質
を
有
す
る
絵
巻
物
。
一
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
か
つ
て
「
鳥

獣
戯
画
」
の
よ
う
な
絵
だ
け
で
展
開
し
て
い
く
も
の
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
絵
だ
け
、
あ
る
い
は
わ
ず
か
な
画
中
詞
を
書
き
込
む

と
い
う
形
で
、
あ
く
ま
で
も
絵
を
以
て
語
ら
し
め
て
い
く
わ
け
で
す
。
下
巻
は
道
成
寺
の
僧
た
ち
の
会
話
を
記
し
た
画
中
詞
が
非
常
に

多
い
の
で
す
ね
。
ま
た
、
例
話
も
引
い
て
い
ま
し
て
、
生
田
の
森
の
鬼
女
の
話
が
突
然
そ
こ
に
出
て
き
ま
す
。
そ
の
後
、
清
姫
の
こ
と
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る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
、
熊
野
の
眷
属
神
に
擁
護
を
頼
む
と
い
う
よ
う
な
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
次
の
場
面
に
、
今
度
は
胸
か

ら
上
が
蛇
体
に
な
っ
た
清
姫
が
「
南
無
観
世
音
、
こ
の
世
も
後
世
も
助
け
給
へ
」
と
唱
え
る
画
中
詞
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は

観
音
信
仰
。
道
成
寺
は
千
手
観
音
が
ご
本
尊
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
道
成
寺
と
熊
野
権
現
と
い
う
二
つ
の
信
仰
の
場
が
、
そ
れ
と
は
な

し
に
こ
の
物
語
の
中
に
描
か
れ
て
い
て
、
信
仰
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
熊
野
参
詣
の
復
路
、
帰
り
道
。
余
談
で
す
が
、
大
学
駅
伝
、
箱
根
駅
伝
で
駒
澤
大
学
チ
ー
ム
は
常
に
有
力
で
す
け
れ
ど
も
、
私

は
明
治
大
学
に
勤
め
て
二
一
年
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
間
一
度
だ
け
明
治
大
学
は
本
選
に
出
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
す
。
皆
さ
ん
、
往

路
・
復
路
と
い
う
言
葉
を
よ
く
御
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
い
つ
い
絵
解
き
を
勉
強
し
て
い
ま
す
と
、
皆
さ
ん
の
関
心
を
引
く
た
め
に
、

あ
ま
り
本
筋
に
関
係
な
い
こ
と
を
口
に
出
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
絵
解
き
に
は
、
そ
う
い
う
要
素
が
あ
る
の
で
す
。

こ
の
復
路
に
塩
屋
王
子
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
実
際
に
一
昨
年
、
塩
屋
の
付
近
を
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
台
風

が
接
近
し
て
い
て
、
雨
が
下
か
ら
吹
き
上
げ
て
く
る
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。
会
話
で
構
成
さ
れ
て
き
た
「
道
成
寺
縁
起
」
が
一
転
し
て
、

こ
こ
か
ら
先
は
語
り
手
の
側
に
立
っ
た
地
の
文
の
画
中
詞
と
い
う
形
で
、
説
明
的
な
画
中
詞
が
た
く
さ
ん
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

語
り
手
と
い
う
存
在
を
こ
の
辺
で
意
識
し
て
お
り
、
絵
解
き
を
前
提
と
し
な
い
と
、
理
解
し
に
く
い
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

安
珍
は
ま
も
な
く
日
高
川
の
ほ
と
り
に
や
っ
て
来
ま
す
。
こ
の
場
面
で
は
、
船
頭
が
舟
の
上
で
じ
っ
と
辺
り
を
見
て
い
る
ん
で
す
ね
。

後
か
ら
来
る
女
の
人
を
絶
対
に
乗
せ
な
い
で
ほ
し
い
と
、
船
頭
は
安
珍
に
頼
ま
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
安
珍
か
ら
袖
の
下
を
貰
っ
て
い

る
と
思
う
の
で
す
が
…
…
。
じ
っ
と
見
て
い
る
人
の
姿
と
い
う
も
の
は
、
語
り
手
の
、
あ
る
い
は
絵
解
き
を
聞
い
て
い
る
人
の
姿
の
よ

う
な
気
が
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
第
三
者
的
な
立
場
と
言
え
ま
す
。
上
巻
の
最
後
の
場
面
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
仕
方

な
く
清
姫
は
角
を
一
本
生
や
し
た
大
毒
蛇
と
な
っ
て
、
日
高
川
を
渡
っ
て
い
き
ま
す
。
た
ま
た
ま
一
、
二
年
ほ
ど
前
に
熊
野
街
道
の
一

部
を
歩
き
ま
し
た
ら
、
そ
の
時
ま
さ
に
「
道
成
寺
縁
起
」
に
出
て
来
る
よ
う
な
、
道
成
寺
が
だ
ん
だ
ん
近
づ
い
て
く
る
あ
た
り
の
日
高

川
に
小
舟
が
幾
艘
か
浮
か
ん
で
い
ま
し
た
。
台
風
の
後
で
し
た
か
ら
、
か
な
り
水
嵩
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
波
を
掻
き
分
け
て
泳

い
で
い
く
蛇
の
姿
を
、
現
在
の
道
成
寺
の
絵
解
き
で
は
、「
角
が
一
本
、
龍
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
蛇
な
ん
で
す
よ
」と
い
う
ふ
う
に
説

明
を
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
画
面
を
見
る
と
、
角
が
一
本
の
近
世
の
絵
巻
物
も
あ
れ
ば
、
角
が
二
本
と
い
う
絵
巻
物
も
あ
る
の
で
す
が
、

角
が
一
本
と
い
う
の
が
、「
道
成
寺
縁
起
」
そ
の
も
の
の
大
毒
蛇
の
姿
な
ん
で
す
。

下
巻
は
冒
頭
部
分
に
、
本
来
の
「
道
成
寺
縁
起
」
に
ふ
さ
わ
し
い
縁
起
由
来
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
文
武
天
皇
の
勅
願
に
よ
っ
て
、

紀
の
大
臣
道
成
公
が
作
っ
た
寺
で
あ
り
、
御
本
尊
が
千
手
観
音
で
あ
る
と
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
ん
で
す
が
、
縁
起
由
来
が
語
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。
本
当
は
こ
こ
の
部
分
が
中
心
で
あ
っ
て
、
初
め
て
「
道
成
寺
縁﹅
起﹅
」
で
あ
る
べ
き
な
の
で
す
が
。
因
み
に
、
京
都
精
華
大

学
の
田
中
貴
子
さ
ん
は
、
こ
れ
を
「
道
成
寺
縁﹅
起﹅
」
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
と
。
こ
の
絵
巻
は
道
成
寺
説﹅
話﹅
と
か
道
成
寺
物﹅
語﹅
と
言
う

べ
き
で
あ
っ
て
、
縁
起
、
由
来
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。

く
り
返
し
て
申
し
ま
す
と
、
下
巻
は
ま
ず
本
文
、
詞
書
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
後
絵
が
連
続
し
て
出
て
来
ま
す
。
そ
の
絵
の
内
容
は

と
い
う
と
、
道
成
寺
の
境
内
と
、
そ
れ
か
ら
か
つ
て
昭
和
初
年
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
台
風
の
時
に
、
山
門
に
通
じ
る
道
成
寺
の
六
二

段
の
石
段
の
途
中
ま
で
水
に
浸
っ
た
と
い
う
、
昔
は
そ
う
と
う
水
が
出
た
所
ら
し
い
の
で
す
。
今
と
は
ち
ょ
っ
と
形
が
違
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
山
門
や
伽
藍
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
繙
き
ま
す
と
、
助
け
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
安
珍
を
、
僧
侶
達
が
ど
う
や
っ
た
ら

匿
え
る
の
か
議
論
し
て
い
る
場
面
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
下
巻
も
ま
た
画
中
詞
が
も
の
す
ご
く
た
く
さ
ん
出
て
ま
い
り
ま
す
。

絵
が
自
立
し
て
い
く
と
、
絵
だ
け
で
物
語
を
展
開
し
て
い
く
と
い
う
性
質
を
有
す
る
絵
巻
物
。
一
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
か
つ
て
「
鳥

獣
戯
画
」
の
よ
う
な
絵
だ
け
で
展
開
し
て
い
く
も
の
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
絵
だ
け
、
あ
る
い
は
わ
ず
か
な
画
中
詞
を
書
き
込
む

と
い
う
形
で
、
あ
く
ま
で
も
絵
を
以
て
語
ら
し
め
て
い
く
わ
け
で
す
。
下
巻
は
道
成
寺
の
僧
た
ち
の
会
話
を
記
し
た
画
中
詞
が
非
常
に

多
い
の
で
す
ね
。
ま
た
、
例
話
も
引
い
て
い
ま
し
て
、
生
田
の
森
の
鬼
女
の
話
が
突
然
そ
こ
に
出
て
き
ま
す
。
そ
の
後
、
清
姫
の
こ
と
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を
暗
に
説
い
て
い
く
こ
と
に
使
お
う
と
し
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
。
こ
の
あ
た
り
を
見
て
い
ま
す
と
、
絵﹅
を﹅
読﹅
む﹅
と
い
う
行
為

が
大
事
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
即
ち
、
こ
こ
で
は
、
語
り
手
で
は
な
く
、
聞
き
手
あ
る
い
は
見
る
人
の
側
の
捉
え

方
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
蛇
が
や
っ
て
来
て
、
鐘
を
三
巻
き
半
す
る
と
い
う
下
巻
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
ま
す
。
安
珍
を
追
っ
て
道
成
寺
に
や
っ
て
き

た
大
蛇
は
、
安
珍
の
隠
れ
た
鐘
を
見
つ
け
、
そ
の
鐘
を
三
巻
き
半
し
て
鐘
ご
と
安
珍
を
焼
き
殺
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
鐘
が
冷
め
て
、

寺
僧
た
ち
が
そ
の
鐘
を
倒
し
て
み
る
と
、
中
か
ら
真
っ
黒
焦
げ
の
安
珍
が
出
て
く
る
と
い
う
場
面
で
、
現
在
の
道
成
寺
の
絵
解
き
で
は
、

昭
和
四
〇
年
代
に
大
ヒ
ッ
ト
し
た「
骨
ま
で
愛
し
て
」と
い
う
歌
謡
曲
の
タ
イ
ト
ル
を
出
し
、「
こ
れ
を
言
う
ん
で
す
よ
、『
骨
ま
で
愛
し

て
』と
」。
そ
こ
で
笑
う
人
々
は
、
大
体
五
〇
代
後
半
以
上
の
人
。
若
い
人
は
全
然
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
顔
を
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
絵
巻
は
、
前
に
述
べ
ま
し
た
『
本
朝
法
華
験
記
』
と
は
少
々
異
な
る
場
面
（
画
面
）
展
開
を
見
せ
て
い
ま

す
。最

後
の
場
面
で
は
、『
法
華
経
』の
書
写
供
養
を
行
う
と
、
蛇
と
化
し
た
安
珍
と
清
姫
は
、
兜
率
天
浄
土
と
刀
利
天
浄
土
へ
そ
れ
ぞ
れ

生
ま
れ
代
わ
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
の
で
、
大
団
円
に
な
る
わ
け
で
す
。

台
本
を
皆
様
の
お
手
元
に
差
し
上
げ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
只
今
台
本
が
な
い
ま
ま
の
お
話
で
誠
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
以
下
、
飛
ば
し
な
が
ら
お
話
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
室
町
時
代
物
語
、
い
わ
ゆ
る
御
伽
草
子
の
『
い
そ
ざ
き
』
は
、「
う
わ
な
り

打
ち
」
と
い
う
、
本
妻
な
り
正
妻
が
後
妻
あ
る
い
は
正
妻
以
外
の
女
性
を
苛
め
る
と
い
う
話
で
よ
く
知
ら
れ
る
作
品
で
す
。
そ
の
挿
入

話
と
し
て
、「
昔
真
砂
の
庄
司
が
娘
は
、
熊
野
詣
で
の
山
伏
を
思
い
掛
け
云
々
」と
い
う
ふ
う
に
出
て
き
ま
す
。
近
世
の
初
頭
あ
た
り
で

は
、
真
砂
の
庄
司
の
娘
と
熊
野
詣
で
の
山
伏
と
い
う
形
で
、
件
の
道
成
寺
譚
が
一
般
に
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

を
、
こ
の
作
品
で
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
因
み
に
、
赤
木
文
庫
蔵
の
『
い
そ
ざ
き
』
は
、
寛
文
年
間
、
つ
ま
り
、
江
戸
の
初
め

の
頃
に
成
立
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
以
前
か
ら
既
に
若
い
男
女
の
愛
憎
劇
と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
だ
ん
だ

ん
話
柄
が
変
わ
っ
て
い
っ
て
、
現
在
の
私
ど
も
が
知
っ
て
い
る
話
に
近
付
い
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

近
世
に
は
、「
道
成
寺
縁
起
」
享
受
の
例
が
い
っ
ぱ
い
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
例
え
ば
、
随
筆
集
の
ひ
と
つ
、
伊
藤
梅
宇
の
『
見
聞
談

叢
』（
元
文
三
年

一
七
三
八

序
）
と
い
う
作
品
を
見
ま
す
と
、
こ
こ
に
は
「
道
成
寺
縁
起
」
の
後
日
譚
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
即

ち
、
最
初
の
鐘
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
二
度
目
の
鐘
を
造
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
道
成
寺
を
離
れ
て
紀
州
の
民
家
に
伝
わ
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
そ
の
二
度
目
の
鐘
も
あ
ん
ま
り
幸
せ
を
呼
ば
な
い
と
い
う
の
で
、
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
五
月
に
京
都
の
妙
満

寺
へ
入
り
ま
し
た
。
今
年
（
二
○
○
一
年
）
春
の
中
世
文
学
会
は
、
こ
の
妙
満
寺
へ
文
学
散
歩
を
実
施
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の

時
、
そ
こ
の
僧
侶
の
方
が
簡
略
に
件
の
鐘
の
物
語
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私
は
そ
の
時
、
所
用
で
行
か
れ
な
か
っ
た
の
で
す

が
。
二
度
目
の
鐘
と
い
う
の
が
、
実
際
に
妙
満
寺
に
ご
ざ
い
ま
し
て
、
江
戸
時
代
そ
れ
を
江
戸
の
市
中
で
御
開
帳
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

そ
し
て
丁
寧
な
こ
と
に
、
レ
ジ
メ
に
掲
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
東
北
大
学
の
狩
野
文
庫
の
中
に
『
道
成
寺
鐘
今
在
妙
満
寺
和
解
略
縁
起
』

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
絵
入
り
の
略
縁
起
が
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
江
戸
で
文
政
年
間
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
妙
満
寺
が
御
開

帳
を
や
っ
た
時
に
、
妙
満
寺
の
中
で
は
売
り
物
と
し
て
は
、
こ
の
道
成
寺
で
造
ら
れ
た
二
度
目
の
鐘
が
人
を
呼
ぶ
の
に
大
変
好
都
合
だ

と
い
う
の
で
、
刊
行
し
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
か
ら
、
百
井
塘
雨
の
『
笈
埃
随
筆
』
の
中
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
道
成
寺
鐘
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
る
文
章
が
見
ら
れ

ま
す
。
塘
雨
は
あ
る
時
、
熊
野
三
山
に
お
参
り
を
し
て
、
そ
の
帰
り
に
小
松
原
と
い
う
所
へ
や
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
道
成
寺
に

お
参
り
を
し
た
時
、
あ
る
茶
屋
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
鐘
の
話
が
出
た
ん
で
す
ね
。
道
成
寺
に
鐘
が
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
話
と

な
っ
て
、「
二
度
目
の
鐘
は
今
、
妙
満
寺
に
あ
る
」
と
言
っ
た
ら
、
茶
屋
の
主
人
が
大
い
に
ふ
く
れ
っ
面
を
し
て
、「
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
、
鐘
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
」
と
。
二
度
目
の
鐘
な
ん
で
す
が
、
焼
け
て
し
ま
っ
た
と
茶
屋
の
主
人
は
勘
違
い
し
て
い
る
。
塘
雨
は
、
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を
暗
に
説
い
て
い
く
こ
と
に
使
お
う
と
し
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
。
こ
の
あ
た
り
を
見
て
い
ま
す
と
、
絵﹅
を﹅
読﹅
む﹅
と
い
う
行
為

が
大
事
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
即
ち
、
こ
こ
で
は
、
語
り
手
で
は
な
く
、
聞
き
手
あ
る
い
は
見
る
人
の
側
の
捉
え

方
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
蛇
が
や
っ
て
来
て
、
鐘
を
三
巻
き
半
す
る
と
い
う
下
巻
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
ま
す
。
安
珍
を
追
っ
て
道
成
寺
に
や
っ
て
き

た
大
蛇
は
、
安
珍
の
隠
れ
た
鐘
を
見
つ
け
、
そ
の
鐘
を
三
巻
き
半
し
て
鐘
ご
と
安
珍
を
焼
き
殺
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
鐘
が
冷
め
て
、

寺
僧
た
ち
が
そ
の
鐘
を
倒
し
て
み
る
と
、
中
か
ら
真
っ
黒
焦
げ
の
安
珍
が
出
て
く
る
と
い
う
場
面
で
、
現
在
の
道
成
寺
の
絵
解
き
で
は
、

昭
和
四
〇
年
代
に
大
ヒ
ッ
ト
し
た「
骨
ま
で
愛
し
て
」と
い
う
歌
謡
曲
の
タ
イ
ト
ル
を
出
し
、「
こ
れ
を
言
う
ん
で
す
よ
、『
骨
ま
で
愛
し

て
』と
」。
そ
こ
で
笑
う
人
々
は
、
大
体
五
〇
代
後
半
以
上
の
人
。
若
い
人
は
全
然
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
顔
を
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
絵
巻
は
、
前
に
述
べ
ま
し
た
『
本
朝
法
華
験
記
』
と
は
少
々
異
な
る
場
面
（
画
面
）
展
開
を
見
せ
て
い
ま

す
。最

後
の
場
面
で
は
、『
法
華
経
』の
書
写
供
養
を
行
う
と
、
蛇
と
化
し
た
安
珍
と
清
姫
は
、
兜
率
天
浄
土
と
刀
利
天
浄
土
へ
そ
れ
ぞ
れ

生
ま
れ
代
わ
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
の
で
、
大
団
円
に
な
る
わ
け
で
す
。

台
本
を
皆
様
の
お
手
元
に
差
し
上
げ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
只
今
台
本
が
な
い
ま
ま
の
お
話
で
誠
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
以
下
、
飛
ば
し
な
が
ら
お
話
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
室
町
時
代
物
語
、
い
わ
ゆ
る
御
伽
草
子
の
『
い
そ
ざ
き
』
は
、「
う
わ
な
り

打
ち
」
と
い
う
、
本
妻
な
り
正
妻
が
後
妻
あ
る
い
は
正
妻
以
外
の
女
性
を
苛
め
る
と
い
う
話
で
よ
く
知
ら
れ
る
作
品
で
す
。
そ
の
挿
入

話
と
し
て
、「
昔
真
砂
の
庄
司
が
娘
は
、
熊
野
詣
で
の
山
伏
を
思
い
掛
け
云
々
」と
い
う
ふ
う
に
出
て
き
ま
す
。
近
世
の
初
頭
あ
た
り
で

は
、
真
砂
の
庄
司
の
娘
と
熊
野
詣
で
の
山
伏
と
い
う
形
で
、
件
の
道
成
寺
譚
が
一
般
に
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

を
、
こ
の
作
品
で
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
因
み
に
、
赤
木
文
庫
蔵
の
『
い
そ
ざ
き
』
は
、
寛
文
年
間
、
つ
ま
り
、
江
戸
の
初
め

の
頃
に
成
立
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
以
前
か
ら
既
に
若
い
男
女
の
愛
憎
劇
と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
だ
ん
だ

ん
話
柄
が
変
わ
っ
て
い
っ
て
、
現
在
の
私
ど
も
が
知
っ
て
い
る
話
に
近
付
い
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

近
世
に
は
、「
道
成
寺
縁
起
」
享
受
の
例
が
い
っ
ぱ
い
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
例
え
ば
、
随
筆
集
の
ひ
と
つ
、
伊
藤
梅
宇
の
『
見
聞
談

叢
』（
元
文
三
年

一
七
三
八

序
）
と
い
う
作
品
を
見
ま
す
と
、
こ
こ
に
は
「
道
成
寺
縁
起
」
の
後
日
譚
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
即

ち
、
最
初
の
鐘
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
二
度
目
の
鐘
を
造
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
道
成
寺
を
離
れ
て
紀
州
の
民
家
に
伝
わ
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
そ
の
二
度
目
の
鐘
も
あ
ん
ま
り
幸
せ
を
呼
ば
な
い
と
い
う
の
で
、
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
五
月
に
京
都
の
妙
満

寺
へ
入
り
ま
し
た
。
今
年
（
二
○
○
一
年
）
春
の
中
世
文
学
会
は
、
こ
の
妙
満
寺
へ
文
学
散
歩
を
実
施
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の

時
、
そ
こ
の
僧
侶
の
方
が
簡
略
に
件
の
鐘
の
物
語
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私
は
そ
の
時
、
所
用
で
行
か
れ
な
か
っ
た
の
で
す

が
。
二
度
目
の
鐘
と
い
う
の
が
、
実
際
に
妙
満
寺
に
ご
ざ
い
ま
し
て
、
江
戸
時
代
そ
れ
を
江
戸
の
市
中
で
御
開
帳
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

そ
し
て
丁
寧
な
こ
と
に
、
レ
ジ
メ
に
掲
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
東
北
大
学
の
狩
野
文
庫
の
中
に
『
道
成
寺
鐘
今
在
妙
満
寺
和
解
略
縁
起
』

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
絵
入
り
の
略
縁
起
が
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
江
戸
で
文
政
年
間
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
妙
満
寺
が
御
開

帳
を
や
っ
た
時
に
、
妙
満
寺
の
中
で
は
売
り
物
と
し
て
は
、
こ
の
道
成
寺
で
造
ら
れ
た
二
度
目
の
鐘
が
人
を
呼
ぶ
の
に
大
変
好
都
合
だ

と
い
う
の
で
、
刊
行
し
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
か
ら
、
百
井
塘
雨
の
『
笈
埃
随
筆
』
の
中
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
道
成
寺
鐘
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
る
文
章
が
見
ら
れ

ま
す
。
塘
雨
は
あ
る
時
、
熊
野
三
山
に
お
参
り
を
し
て
、
そ
の
帰
り
に
小
松
原
と
い
う
所
へ
や
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
道
成
寺
に

お
参
り
を
し
た
時
、
あ
る
茶
屋
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
鐘
の
話
が
出
た
ん
で
す
ね
。
道
成
寺
に
鐘
が
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
話
と

な
っ
て
、「
二
度
目
の
鐘
は
今
、
妙
満
寺
に
あ
る
」
と
言
っ
た
ら
、
茶
屋
の
主
人
が
大
い
に
ふ
く
れ
っ
面
を
し
て
、「
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
、
鐘
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
」
と
。
二
度
目
の
鐘
な
ん
で
す
が
、
焼
け
て
し
ま
っ
た
と
茶
屋
の
主
人
は
勘
違
い
し
て
い
る
。
塘
雨
は
、

四
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よ
く
事
情
を
知
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
旅
人
た
ち
に
「
も
し
よ
か
っ
た
ら
、
熊
野
の
お
参
り
の
帰
り
に
、
京
ま
で
足
を
の
ば
し
て
、

妙
満
寺
へ
尋
ね
て
行
っ
て
、
鐘
を
見
た
ら
ど
う
か
」
と
言
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

「
日
高
川
草
子
」
と
か
「
賢
学
草
紙
」
と
い
う
、「
道
成
寺
縁
起
」
の
異
本
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
か
な
り
よ

く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

面
白
い
の
が
、
浄
土
宗
の
坊
さ
ん
で
、
自
分
で
金
谷
上
人
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
人
の
著
作
に
『
金
谷
上
人
一
代
記
』
と

い
う
日
記
の
よ
う
な
、
道
中
記
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
八
月
一
一
日
を
見
る
と
、
吉
野
・
熊
野
で
修

行
し
た
後
、
帰
り
が
け
に
道
成
寺
へ
寄
っ
た
折
り
、
清
姫
の
絵
巻
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
時
、「
醍
醐
天
皇
の
延
長
云
々
」と
絵
解

き
の
始
め
の
部
分
の
口
調
を
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
本
堂
で
縁
起
（
絵
解
き
）
を
聴
聞
し
た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
の
は
女
子
供
の
騙
し

物
だ
と
批
判
を
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
因
み
に
、
金
谷
上
人
と
い
う
僧
は
、
豚
を
犬
の
代
わ
り
に
連
れ
て
道
中
を
歩
い
た
り
と
か
、
狼

に
そ
の
豚
が
食
わ
れ
て
し
ま
っ
て
、
自
分
は
命
か
ら
が
ら
木
の
上
に
乗
っ
か
っ
て
助
か
っ
た
と
か
、
行
く
先
々
で
金
が
な
く
な
る
と
、

絵
心
が
大
変
あ
る
人
な
の
で
、
宗
祖
・
法
然
上
人
の
絵
伝
を
描
い
て
は
一
宿
一
飯
の
義
理
を
果
た
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
全
国
各
地
に
金
谷
上
人
の
手
に
な
る
法
然
上
人
の
絵
伝
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
絵
解
き
を
受
け
た

と
い
う
話
が
見
ら
れ
ま
す
し
、
こ
こ
に
は
掲
げ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
板
尾
の
八
尾
左
衛
門
と
い
う
人
物
が
『
御
熊
野
参
詣
道
中
記
』

と
い
う
の
を
残
し
て
い
ま
し
て
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
道
成
寺
へ
行
っ
て
縁
起
を
聴
聞
し
た
旨
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
百
銭
、

銭
百
銭
払
う
と
、
絵
解
き
を
し
て
も
ら
え
た
、
と
い
う
の
で
す
。

江
戸
時
代
の
出
開
帳
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
月
岑
の
『
武
江
年
表
』
中
に
も
出
て
来
ま
し
て
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）、
六
十
日
間
回

向
院
で
行
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
回
向
院
は
、
江
戸
時
代
出
開
帳
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
場
所
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
に
展
示
さ
れ
た
「
道

成
寺
縁
起
」
を
写
し
た
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
が
。
道
成
寺
に
伺
い
ま
す
と
、
現
在
道
成
寺
に
あ
る
五
幅
の
掛
け
軸
の
「
道
成
寺
縁
起
」

は
、
こ
の
出
開
帳
の
時
に
絵
解
き
を
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
屋
代
弘
賢
の『
道
成
寺
考
』

（
文
久
三
年

一
八
六
三

）を
見
ま
す
と
、
実
は
道
成
寺
の
話
と
い
う
の
は
、
千
手
観
音
の
申
し
子
の
髪
長
姫
の
話
が
、
本
来
の
道
成
寺

の
縁
起
で
あ
る
と
い
う
。
ち
ょ
っ
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、『
安
珍
清
姫
略
物
語
』と
い
う
の
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ

れ
も
ま
た
文
政
元
年
、
回
向
院
で
の
出
開
帳
時
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。『
道
成
寺
考
付
録
』と
い
う
記
述
部
分
に
、「
華
厳
縁
起
」絵
巻

の
「
義
湘
伝
」
に
触
れ
て
い
て
、「
道
成
寺
縁
起
」
と
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、『
俳
風
柳
多
留
』
を
見
る
と
、
道
成
寺
物

と
い
う
形
で
、
た
く
さ
ん
の
川
柳
が
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
レ
ジ
メ
に
は
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
抜
い
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
御
覧

下
さ
い
。

レ
ジ
メ
の
六
枚
目
を
御
覧
頂
き
た
い
の
で
す
が
、
雑
和
讃
と
呼
ば
れ
て
い
る
諸
々
の
物
語
的
な
和
讃
が
江
戸
時
代
盛
ん
に
作
ら
れ
て

い
ま
す
け
れ
ど
も
、「
安
珍
清
姫
和
讃
」と
い
う
も
の
も
作
ら
れ
て
い
て
、
か
な
り
広
く
流
布
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
現
在
、
福
島
県
白

河
市
の
根
田
と
い
う
部
落
で
は
、「
安
珍
唄
念
仏
踊
り
」と
い
う
の
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
し
か
も
台
本
も
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
に

よ
る
と
、
安
珍
は
白
河
郷
で
生
ま
れ
て
、
や
が
て
熊
野
へ
お
参
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
話
な
の
で
す
が
、
一
三
歳
の
清
姫
の

こ
と
が
出
て
く
る
の
で
す
ね
。
即
ち
、
真
砂
の
庄
司
の
娘
は
、
毎
年
行
く
た
び
に
、「
い
ず
れ
あ
な
た
と
結
婚
し
よ
う
」と
言
わ
れ
て
い

た
の
で
、
少
女
の
方
が
一
三
歳
の
時
そ
の
気
に
な
っ
た
、
と
い
う
内
容
で
す
。
落
ち
が
付
い
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
後
こ
の
白
河
の
安

珍
の
家
で
は
、
男
子
が
生
ま
れ
た
場
合
、
成
人
す
る
ま
で
は
熊
野
へ
参
詣
を
し
な
い
よ
う
に
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。

面
白
い
の
は
、
山
城
の
国
相
樂
郡
上
狛
村
と
い
う
所
に
伝
わ
る
「
日
高
踊
り
」
と
い
う
風
流
踊
り
と
、
小
泉
八
雲
の
「
日
本
の
古
い

歌
謡
」
に
載
っ
て
い
る
「
鐘
巻
取
り
歌
」
の
詞
章
が
か
な
り
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
果
た
し
て
小
泉
八
雲
が
、
こ
の
山
城
の
「
日

高
踊
り
」
を
知
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
似
通
っ
た
歌
謡
か
ら
取
っ
た
と
お
ぼ
し
き
も
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
実
は
一
番
お
話
を
し
た
か
っ
た
の
が
、「
近
・
現
代
に
お
け
る
『
道
成
寺
縁
起
』
の
享
受
と
解
釈
」
及
び
「
近
・
現
代
画
家

五
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よ
く
事
情
を
知
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
旅
人
た
ち
に
「
も
し
よ
か
っ
た
ら
、
熊
野
の
お
参
り
の
帰
り
に
、
京
ま
で
足
を
の
ば
し
て
、

妙
満
寺
へ
尋
ね
て
行
っ
て
、
鐘
を
見
た
ら
ど
う
か
」
と
言
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

「
日
高
川
草
子
」
と
か
「
賢
学
草
紙
」
と
い
う
、「
道
成
寺
縁
起
」
の
異
本
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
か
な
り
よ

く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

面
白
い
の
が
、
浄
土
宗
の
坊
さ
ん
で
、
自
分
で
金
谷
上
人
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
人
の
著
作
に
『
金
谷
上
人
一
代
記
』
と

い
う
日
記
の
よ
う
な
、
道
中
記
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
八
月
一
一
日
を
見
る
と
、
吉
野
・
熊
野
で
修

行
し
た
後
、
帰
り
が
け
に
道
成
寺
へ
寄
っ
た
折
り
、
清
姫
の
絵
巻
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
時
、「
醍
醐
天
皇
の
延
長
云
々
」と
絵
解

き
の
始
め
の
部
分
の
口
調
を
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
本
堂
で
縁
起
（
絵
解
き
）
を
聴
聞
し
た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
の
は
女
子
供
の
騙
し

物
だ
と
批
判
を
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
因
み
に
、
金
谷
上
人
と
い
う
僧
は
、
豚
を
犬
の
代
わ
り
に
連
れ
て
道
中
を
歩
い
た
り
と
か
、
狼

に
そ
の
豚
が
食
わ
れ
て
し
ま
っ
て
、
自
分
は
命
か
ら
が
ら
木
の
上
に
乗
っ
か
っ
て
助
か
っ
た
と
か
、
行
く
先
々
で
金
が
な
く
な
る
と
、

絵
心
が
大
変
あ
る
人
な
の
で
、
宗
祖
・
法
然
上
人
の
絵
伝
を
描
い
て
は
一
宿
一
飯
の
義
理
を
果
た
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
全
国
各
地
に
金
谷
上
人
の
手
に
な
る
法
然
上
人
の
絵
伝
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
絵
解
き
を
受
け
た

と
い
う
話
が
見
ら
れ
ま
す
し
、
こ
こ
に
は
掲
げ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
板
尾
の
八
尾
左
衛
門
と
い
う
人
物
が
『
御
熊
野
参
詣
道
中
記
』

と
い
う
の
を
残
し
て
い
ま
し
て
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
道
成
寺
へ
行
っ
て
縁
起
を
聴
聞
し
た
旨
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
百
銭
、

銭
百
銭
払
う
と
、
絵
解
き
を
し
て
も
ら
え
た
、
と
い
う
の
で
す
。

江
戸
時
代
の
出
開
帳
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
月
岑
の
『
武
江
年
表
』
中
に
も
出
て
来
ま
し
て
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）、
六
十
日
間
回

向
院
で
行
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
回
向
院
は
、
江
戸
時
代
出
開
帳
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
場
所
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
に
展
示
さ
れ
た
「
道

成
寺
縁
起
」
を
写
し
た
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
が
。
道
成
寺
に
伺
い
ま
す
と
、
現
在
道
成
寺
に
あ
る
五
幅
の
掛
け
軸
の
「
道
成
寺
縁
起
」

は
、
こ
の
出
開
帳
の
時
に
絵
解
き
を
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
屋
代
弘
賢
の『
道
成
寺
考
』

（
文
久
三
年

一
八
六
三

）を
見
ま
す
と
、
実
は
道
成
寺
の
話
と
い
う
の
は
、
千
手
観
音
の
申
し
子
の
髪
長
姫
の
話
が
、
本
来
の
道
成
寺

の
縁
起
で
あ
る
と
い
う
。
ち
ょ
っ
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、『
安
珍
清
姫
略
物
語
』と
い
う
の
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ

れ
も
ま
た
文
政
元
年
、
回
向
院
で
の
出
開
帳
時
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。『
道
成
寺
考
付
録
』と
い
う
記
述
部
分
に
、「
華
厳
縁
起
」絵
巻

の
「
義
湘
伝
」
に
触
れ
て
い
て
、「
道
成
寺
縁
起
」
と
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、『
俳
風
柳
多
留
』
を
見
る
と
、
道
成
寺
物

と
い
う
形
で
、
た
く
さ
ん
の
川
柳
が
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
レ
ジ
メ
に
は
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
抜
い
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
御
覧

下
さ
い
。

レ
ジ
メ
の
六
枚
目
を
御
覧
頂
き
た
い
の
で
す
が
、
雑
和
讃
と
呼
ば
れ
て
い
る
諸
々
の
物
語
的
な
和
讃
が
江
戸
時
代
盛
ん
に
作
ら
れ
て

い
ま
す
け
れ
ど
も
、「
安
珍
清
姫
和
讃
」と
い
う
も
の
も
作
ら
れ
て
い
て
、
か
な
り
広
く
流
布
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
現
在
、
福
島
県
白

河
市
の
根
田
と
い
う
部
落
で
は
、「
安
珍
唄
念
仏
踊
り
」と
い
う
の
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
し
か
も
台
本
も
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
に

よ
る
と
、
安
珍
は
白
河
郷
で
生
ま
れ
て
、
や
が
て
熊
野
へ
お
参
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
話
な
の
で
す
が
、
一
三
歳
の
清
姫
の

こ
と
が
出
て
く
る
の
で
す
ね
。
即
ち
、
真
砂
の
庄
司
の
娘
は
、
毎
年
行
く
た
び
に
、「
い
ず
れ
あ
な
た
と
結
婚
し
よ
う
」と
言
わ
れ
て
い

た
の
で
、
少
女
の
方
が
一
三
歳
の
時
そ
の
気
に
な
っ
た
、
と
い
う
内
容
で
す
。
落
ち
が
付
い
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
後
こ
の
白
河
の
安

珍
の
家
で
は
、
男
子
が
生
ま
れ
た
場
合
、
成
人
す
る
ま
で
は
熊
野
へ
参
詣
を
し
な
い
よ
う
に
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。

面
白
い
の
は
、
山
城
の
国
相
樂
郡
上
狛
村
と
い
う
所
に
伝
わ
る
「
日
高
踊
り
」
と
い
う
風
流
踊
り
と
、
小
泉
八
雲
の
「
日
本
の
古
い

歌
謡
」
に
載
っ
て
い
る
「
鐘
巻
取
り
歌
」
の
詞
章
が
か
な
り
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
果
た
し
て
小
泉
八
雲
が
、
こ
の
山
城
の
「
日

高
踊
り
」
を
知
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
似
通
っ
た
歌
謡
か
ら
取
っ
た
と
お
ぼ
し
き
も
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
実
は
一
番
お
話
を
し
た
か
っ
た
の
が
、「
近
・
現
代
に
お
け
る
『
道
成
寺
縁
起
』
の
享
受
と
解
釈
」
及
び
「
近
・
現
代
画
家

五
〇

四
九



が
描
く
〞
道
成
寺
縁
起
〝」
で
す
。
近
代
に
な
っ
て
早
く
も
、
島
崎
藤
村
の
『
若
菜
集
』（
明
治
三
〇
年

一
八
九
七

）
に
収
め
ら
れ
た

「
お
き
く
」
と
い
う
詩
の
中
に
は
、
歌
舞
伎
に
登
場
す
る
有
名
な
女
性
の
、
皆
さ
ん
が
知
っ
て
い
る
「
梅
川
忠
兵
衛
」
の
梅
川
だ
と
か
、

お
七
、
高
尾
と
い
う
名
前
が
出
て
き
ま
す
。
一
節
に
、「
か
な
し
か
ら
ず
や
清
姫
は
、
蛇
と
な
れ
る
も
こ
ひ
ゆ
ゑ
に
」と
い
う
ふ
う
に
あ

る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
藤
村
も
道
成
寺
の
話
に
大
変
興
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

レ
ジ
メ
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
同
じ
く
藤
村
の
『
春
』（
明
治
四
一
年

一
九
〇
八

）
と
い
う
小
説
の
「
四
十
四
」
章
に
、
青
木

と
い
う
友
人
を
し
て
、
主
人
公
の
岸
本
捨
蔵
を
他
人
に
説
明
す
る
時
に
、「
安
珍
清
姫

、
あ
れ
を
逆
に
し
た
よ
う
な
人
な
ん
で
す
」

と
、
あ
る
女
性
に
対
す
る
一
途
な
思
い
を
抱
い
た
主
人
公
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
で
す
。
ほ
ん
の
一
行
ぐ
ら
い
し
か
な
い
の
で
す
け

れ
ど
も
、「
お
き
く
」と
い
う
詩
の
存
在
と
併
せ
考
え
る
と
、
藤
村
が
安
珍
清
姫
の
話
を
、『
春
』の
中
で
も
主
人
公
の
人
と
な
り
を
描
く

に
あ
た
っ
て
う
ま
く
使
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

中
里
介
山
『
大
菩
薩
峠
』（
大
正
二
年

一
九
一
三

）「
龍
神
の
巻
」
の
中
で
も
、
清﹅
姫﹅
の﹅
帯﹅
と
呼
ば
れ
て
い
る
雲
が
出
た
ら
、
土
地

の
人
々
は
た
だ
ち
に
自
分
の
村
の
神
社
へ
行
っ
て
、
そ
の
雲
を
見
た
こ
と
を
宮
司
に
告
白
し
な
い
と
悪
い
こ
と
が
起
こ
る
の
だ
、
と
設

定
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
雲
を
見
た
女
性
が
旅
籠
屋
の
女
将
さ
ん
な
ん
で
す
が
、
別
の
土
地
か
ら
お
嫁
に
来
て
い
る
の
で
、

そ
の
こ
と
を
知
ら
な
く
っ
て
、
そ
の
た
め
に
既
に
盲
目
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
主
人
公
机
龍
之
介
が
や
っ
て
来
て
、
次
々
と
殺
人
事
件
を

起
こ
す
わ
け
で
す
。
興
味
深
い
の
は
、
あ
る
人
の
言
と
し
て
、「
こ
の
紀
州
の
女
と
い
う
も
の
は
、
な
か
な
か
情
念
の
強
い
も
の
が
ご
ざ

い
ま
す
よ
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
そ
の
少
し
あ
と
に
は
、「
一
旦
思
い
込
む
と
、
そ
れ
鬼
に
な
っ
た
、
蛇
に
な
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
「
日
高
踊
り
」
や
小
泉
八
雲
の
作
品
の
中
に
「
蛇
に
な
り
」
と
い
う
文
句
が
あ
る
の
で
す
が
、
よ
く
知
ら
れ
る
こ
の
文
句
を
中
里

介
山
が
、
龍
神
村
の
話
の
部
分
で
使
う
ん
で
す
ね
。
執
念
深
い
紀
州
女
を
、
道
成
寺
譚
の
中
に
出
て
く
る
清
姫
に
肩
代
わ
り
さ
せ
て
語

っ
て
い
く
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
ま
す
。
因
み
に
、
中
里
介
山
は
龍
神
村
に
一
度
も
行
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
れ
で
こ
れ
だ
け
の
物
語
を
書
き
上
げ
て
い
く
の
で
す
。
以
下
は
、
各
自
お
読
み
下
さ
い
。

三
島
由
紀
夫
の
「
道
成
寺
」（
昭
和
三
二
年

一
九
五
七

）、
こ
れ
は
『
近
代
能
楽
集
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、

清
子
と
い
う
女
性
が
絵
と
か
美
に
つ
い
て
古
道
具
屋
の
主
人
と
語
る
と
い
う
場
面
の
部
分
で
、
女
性
の
名
前
が
清﹅
子﹅
と
い
う
の
で
、
皆

さ
ん
は
す
ぐ
に
ぴ
ん
と
来
た
と
思
う
の
で
す
が
、
清﹅
姫﹅
か
ら
清﹅
子﹅
と
い
う
名
前
を
付
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
彼
女
が
買
い
た
い
と

い
う
古
道
具
屋
に
あ
る
洋
服
ダ
ン
ス
の
取
っ
手
が
、
道
成
寺
の
鐘
を
表
現
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
洋
服
ダ
ン
ス
の
中
で
死

ん
だ
男
の
話
題
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
男
の
名
前
は
安
さ
ん
、
安﹅
珍﹅
の
安﹅
と
い
う
字
で
す
。
安
さ
ん
は
か
つ
て
の
恋
人
だ
っ
た
女
性

の
持
ち
物
だ
っ
た
タ
ン
ス
の
中
で
殺
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
何
を
言
い
た
い
の
か
と
い
う
と
、
実
は
三
島
の
作
品
の
中
で
も「
道
成
寺
」

は
、「
道
成
寺
縁
起
」と
同
じ
く
、
男
性
の
影
が
非
常
に
薄
い
の
で
す
ね
。
女
性
の
方
が
強
調
さ
れ
る
代
わ
り
に
、
そ
の
相
手
役
で
あ
る

安
さ
ん
が
非
常
に
希
薄
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

次
に
、
有
吉
佐
和
子
の
『
日
高
川
』
と
い
う
昭
和
四
一
年
（
一
九
六
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
小
説
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
も
女

の
情
念
と
い
う
こ
と
で
、
道
成
寺
の
清
姫
の
話
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
原
文
を
後
ほ
ど
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の

で
す
が
、
道
成
寺
の
先
代
住
職
、
現
住
職
の
絵
解
き
そ
の
も
の
を
引
い
て
い
ま
す
。
有
吉
は
、
こ
の
絵
解
き
の
模
様
を
か
な
り
詳
し
く

書
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ま
た
後
ほ
ど
お
読
み
下
さ
い
。
有
吉
は
、
清
姫
の
情
念
と
い
う
の
を
絵
解
き
し
て
い
る
ん
だ
と
、
そ
し

て
、
清
姫
と
作
中
の
女
性
と
が
共
通
の
問
題
を
抱
え
る
の
だ
と
見
做
し
て
い
る
の
で
す
。
和
歌
山
県
出
身
の
作
家
、
中
上
健
次
、
彼
は

残
念
な
が
ら
癌
の
た
め
に
思
い
半
ば
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、『
鳳
仙
花
』（
昭
和
五
五
年

一
九
八
〇

刊
）
の
ヒ
ロ
イ
ン
に

つ
い
て
、
情
念
の
強
い
紀
州
女
と
し
て
描
い
て
お
り
ま
す
。
即
ち
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
龍
造
が
い
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
別
の
男
性
と
も
深

い
関
係
に
な
る
の
で
す
。
ヒ
ロ
イ
ン
は
今
の
相
手
繁
蔵
と
い
う
人
物
が
「
の
ぞ
む
な
ら
清
姫
に
で
も
な
っ
て
焼
き
殺
し
さ
え
し
て
や
る

と
、
一
人
声
を
殺
し
て
笑
っ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
、
中
上
健
次
の
作
中
で
も
、
道
成
寺
の
清
姫
が
紀
州
の
女
性
の
代
名
詞
の
よ
う
に
使

五
二

五
一



が
描
く
〞
道
成
寺
縁
起
〝」
で
す
。
近
代
に
な
っ
て
早
く
も
、
島
崎
藤
村
の
『
若
菜
集
』（
明
治
三
〇
年

一
八
九
七

）
に
収
め
ら
れ
た

「
お
き
く
」
と
い
う
詩
の
中
に
は
、
歌
舞
伎
に
登
場
す
る
有
名
な
女
性
の
、
皆
さ
ん
が
知
っ
て
い
る
「
梅
川
忠
兵
衛
」
の
梅
川
だ
と
か
、

お
七
、
高
尾
と
い
う
名
前
が
出
て
き
ま
す
。
一
節
に
、「
か
な
し
か
ら
ず
や
清
姫
は
、
蛇
と
な
れ
る
も
こ
ひ
ゆ
ゑ
に
」と
い
う
ふ
う
に
あ

る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
藤
村
も
道
成
寺
の
話
に
大
変
興
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

レ
ジ
メ
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
同
じ
く
藤
村
の
『
春
』（
明
治
四
一
年

一
九
〇
八

）
と
い
う
小
説
の
「
四
十
四
」
章
に
、
青
木

と
い
う
友
人
を
し
て
、
主
人
公
の
岸
本
捨
蔵
を
他
人
に
説
明
す
る
時
に
、「
安
珍
清
姫

、
あ
れ
を
逆
に
し
た
よ
う
な
人
な
ん
で
す
」

と
、
あ
る
女
性
に
対
す
る
一
途
な
思
い
を
抱
い
た
主
人
公
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
で
す
。
ほ
ん
の
一
行
ぐ
ら
い
し
か
な
い
の
で
す
け

れ
ど
も
、「
お
き
く
」と
い
う
詩
の
存
在
と
併
せ
考
え
る
と
、
藤
村
が
安
珍
清
姫
の
話
を
、『
春
』の
中
で
も
主
人
公
の
人
と
な
り
を
描
く

に
あ
た
っ
て
う
ま
く
使
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

中
里
介
山
『
大
菩
薩
峠
』（
大
正
二
年

一
九
一
三

）「
龍
神
の
巻
」
の
中
で
も
、
清﹅
姫﹅
の﹅
帯﹅
と
呼
ば
れ
て
い
る
雲
が
出
た
ら
、
土
地

の
人
々
は
た
だ
ち
に
自
分
の
村
の
神
社
へ
行
っ
て
、
そ
の
雲
を
見
た
こ
と
を
宮
司
に
告
白
し
な
い
と
悪
い
こ
と
が
起
こ
る
の
だ
、
と
設

定
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
雲
を
見
た
女
性
が
旅
籠
屋
の
女
将
さ
ん
な
ん
で
す
が
、
別
の
土
地
か
ら
お
嫁
に
来
て
い
る
の
で
、

そ
の
こ
と
を
知
ら
な
く
っ
て
、
そ
の
た
め
に
既
に
盲
目
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
主
人
公
机
龍
之
介
が
や
っ
て
来
て
、
次
々
と
殺
人
事
件
を

起
こ
す
わ
け
で
す
。
興
味
深
い
の
は
、
あ
る
人
の
言
と
し
て
、「
こ
の
紀
州
の
女
と
い
う
も
の
は
、
な
か
な
か
情
念
の
強
い
も
の
が
ご
ざ

い
ま
す
よ
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
そ
の
少
し
あ
と
に
は
、「
一
旦
思
い
込
む
と
、
そ
れ
鬼
に
な
っ
た
、
蛇
に
な
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
「
日
高
踊
り
」
や
小
泉
八
雲
の
作
品
の
中
に
「
蛇
に
な
り
」
と
い
う
文
句
が
あ
る
の
で
す
が
、
よ
く
知
ら
れ
る
こ
の
文
句
を
中
里

介
山
が
、
龍
神
村
の
話
の
部
分
で
使
う
ん
で
す
ね
。
執
念
深
い
紀
州
女
を
、
道
成
寺
譚
の
中
に
出
て
く
る
清
姫
に
肩
代
わ
り
さ
せ
て
語

っ
て
い
く
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
ま
す
。
因
み
に
、
中
里
介
山
は
龍
神
村
に
一
度
も
行
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
れ
で
こ
れ
だ
け
の
物
語
を
書
き
上
げ
て
い
く
の
で
す
。
以
下
は
、
各
自
お
読
み
下
さ
い
。

三
島
由
紀
夫
の
「
道
成
寺
」（
昭
和
三
二
年

一
九
五
七

）、
こ
れ
は
『
近
代
能
楽
集
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、

清
子
と
い
う
女
性
が
絵
と
か
美
に
つ
い
て
古
道
具
屋
の
主
人
と
語
る
と
い
う
場
面
の
部
分
で
、
女
性
の
名
前
が
清﹅
子﹅
と
い
う
の
で
、
皆

さ
ん
は
す
ぐ
に
ぴ
ん
と
来
た
と
思
う
の
で
す
が
、
清﹅
姫﹅
か
ら
清﹅
子﹅
と
い
う
名
前
を
付
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
彼
女
が
買
い
た
い
と

い
う
古
道
具
屋
に
あ
る
洋
服
ダ
ン
ス
の
取
っ
手
が
、
道
成
寺
の
鐘
を
表
現
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
洋
服
ダ
ン
ス
の
中
で
死

ん
だ
男
の
話
題
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
男
の
名
前
は
安
さ
ん
、
安﹅
珍﹅
の
安﹅
と
い
う
字
で
す
。
安
さ
ん
は
か
つ
て
の
恋
人
だ
っ
た
女
性

の
持
ち
物
だ
っ
た
タ
ン
ス
の
中
で
殺
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
何
を
言
い
た
い
の
か
と
い
う
と
、
実
は
三
島
の
作
品
の
中
で
も「
道
成
寺
」

は
、「
道
成
寺
縁
起
」と
同
じ
く
、
男
性
の
影
が
非
常
に
薄
い
の
で
す
ね
。
女
性
の
方
が
強
調
さ
れ
る
代
わ
り
に
、
そ
の
相
手
役
で
あ
る

安
さ
ん
が
非
常
に
希
薄
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

次
に
、
有
吉
佐
和
子
の
『
日
高
川
』
と
い
う
昭
和
四
一
年
（
一
九
六
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
小
説
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
も
女

の
情
念
と
い
う
こ
と
で
、
道
成
寺
の
清
姫
の
話
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
原
文
を
後
ほ
ど
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の

で
す
が
、
道
成
寺
の
先
代
住
職
、
現
住
職
の
絵
解
き
そ
の
も
の
を
引
い
て
い
ま
す
。
有
吉
は
、
こ
の
絵
解
き
の
模
様
を
か
な
り
詳
し
く

書
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ま
た
後
ほ
ど
お
読
み
下
さ
い
。
有
吉
は
、
清
姫
の
情
念
と
い
う
の
を
絵
解
き
し
て
い
る
ん
だ
と
、
そ
し

て
、
清
姫
と
作
中
の
女
性
と
が
共
通
の
問
題
を
抱
え
る
の
だ
と
見
做
し
て
い
る
の
で
す
。
和
歌
山
県
出
身
の
作
家
、
中
上
健
次
、
彼
は

残
念
な
が
ら
癌
の
た
め
に
思
い
半
ば
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、『
鳳
仙
花
』（
昭
和
五
五
年

一
九
八
〇

刊
）
の
ヒ
ロ
イ
ン
に

つ
い
て
、
情
念
の
強
い
紀
州
女
と
し
て
描
い
て
お
り
ま
す
。
即
ち
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
龍
造
が
い
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
別
の
男
性
と
も
深

い
関
係
に
な
る
の
で
す
。
ヒ
ロ
イ
ン
は
今
の
相
手
繁
蔵
と
い
う
人
物
が
「
の
ぞ
む
な
ら
清
姫
に
で
も
な
っ
て
焼
き
殺
し
さ
え
し
て
や
る

と
、
一
人
声
を
殺
し
て
笑
っ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
、
中
上
健
次
の
作
中
で
も
、
道
成
寺
の
清
姫
が
紀
州
の
女
性
の
代
名
詞
の
よ
う
に
使
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わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に
和
歌
山
県
出
身
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
も
し
か
す
る
と
、
懇
親
会
の
席
上
で
、「
い
や
違
う
」と
い
う

ふ
う
に
叱
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
…
…
。
以
前
に
和
歌
山
県
の
方
々
に
叱
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
余
り
怖
く
な
い
。
と
い
う

の
は
、
熊
野
比
丘
尼
の
絵
解
き
に
つ
い
て
の
話
を
熊
野
地
方
で
し
た
時
に
、「
熊
野
比
丘
尼
と
い
う
尼
僧
た
ち
は
そ
ん
な
に
悪
い
女
の
人

で
は
な
い
」と
い
う
ふ
う
に
叱
ら
れ
て
、
そ
れ
か
ら
何
年
か
た
っ
て
、
ま
た
別
の
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
時
に
、「
今
日
は
前
の
よ
う

に
は
叱
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
地
元
の
民
俗
学
を
研
究
し
て
い
る
方
か
ら
ま
た
お
叱
り
を
受
け
て
し
ま
っ
た
、
と

い
う
よ
う
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
よ
け
い
な
事
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

さ
ら
に
、
山
田
風
太
郎
の
『
魔
界
転
生
』
と
い
う
小
説
、
成
立
年
代
を
う
っ
か
り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、「
剣
道
成
寺
」
の
中
に
も

か
な
り
長
く
道
成
寺
の
話
が
出
て
参
り
ま
す
。
配
布
資
料
を
あ
と
で
お
読
み
下
さ
い
。

さ
て
、
次
に
相
模
女
子
大
学
の
志
村
有
弘
氏
が
最
近
編
集
さ
れ
た
『
怪
奇
・
伝
奇
時
代
小
説
選
集
６
』（
平
成
一
二
年

二
〇
〇
〇

）

に
つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
す
。
最
近
怪
奇
と
か
伝
奇
と
い
う
分
野
が
大
変
う
け
て
い
ま
し
て
、
あ
る
出
版
社
で
こ
れ
に
似
た
よ
う
な
タ

イ
ト
ル
の
論
文
集
を
出
し
て
お
り
、
そ
こ
に
水
木
し
げ
る
さ
ん
も
必
ず
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
私
も
そ
の
中
の
一
冊
に
道

成
寺
の
こ
と
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
志
村
先
生
の
こ
の
編
集
さ
れ
た
中
に
は
、
大
岡
昇
平
の
「
清
姫
」（
昭
和
二
七
年

一
九

五
二

）以
下
四
篇
の
道
成
寺
物
が
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
小
説
に
つ
い
て
、
末
尾
で
志
村
先
生
の
解
釈
が
簡
潔
に
加
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
も
、
い
ず
れ
も
う
一
回
洗
い
直
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

近
世
の
絵
画
で
道
成
寺
が
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
先
程
の
『
い
そ
ざ
き
』
の
挿
絵
と
い
う
の
が
、
先
ず
あ
げ
ら
れ

ま
す
。『
浄
土
和
讃
図
絵
』と
い
う
絵
入
り
本
が
江
戸
時
代
に
出
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
こ
で
は
日
高
川
の
ほ
と
り
か
ら
手
を
か
ざ
し
て

舟
が
対
岸
に
出
て
行
く
の
を
見
て
い
る
清
姫
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
清
姫
の
着
物
を
目
を
凝
ら
し
て
見
る
と
、

鱗
型
の
紋
様
が
描
か
れ
て
い
ま
し
て
、
能
や
歌
舞
伎
で
使
わ
れ
る
よ
う
な
衣
装
な
の
で
、
も
う
一
目
で
清
姫
だ
と
分
か
る
よ
う
な
絵
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
流
に
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
近
現
代
仏

教
説
話
画
と
で
も
言
う
べ
き
絵
画
が
あ
り
ま
す
。
甲か

斐いの
庄しよう
楠ただ
音おと
と
読
む
ん
で
す
が
、
彼
は
「
舞
ふ
（
二
人

道
成
寺
）」
と
い
う
作
品
（
図
２
）
を
、
大
正
一
三
年

（
一
九
二
四
）頃
に
作
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
久
世
光

彦
さ
ん
の
『
怖
い
絵
』
の
中
に
登
場
し
て
来
ま
す
。

た
し
か
に
怖
い
ん
で
す
ね
。
数
年
前
に
千
葉
市
美
術

館
で
展
示
さ
れ
た
折
に
私
も
真
近
で
見
ま
し
た
。
実

物
を
見
た
瞬
間
、
も
う
本
当
に
恐
ろ
し
い
と
い
う
か

お
ぞ
ま
し
い
と
い
う
か
、
女
の
人
の
情
念
み
た
い
な

も
の
が
強
烈
に
伝
わ
っ
て
く
る
絵
画
で
し
た
。
ち
ょ

っ
と
Ｏ
Ｈ
Ｐ
が
作
動
し
な
い
の
で
、
う
し
ろ
の
方
に

は
、
あ
る
い
は
御
覧
い
た
だ
け
な
い
か
と
思
い
ま
す

が
、
も
の
す
ご
く
鮮
や
か
な
色
で
、
バ
ッ
ク
が
黒
い

ん
で
す
。
黒
い
バ
ッ
ク
の
中
に
オ
レ
ン
ジ
色
の
よ
う

な
、
赤
い
よ
う
な
色
を
使
っ
て
描
い
て
い
ま
す
。
久

世
さ
ん
の
言
葉
を
借
り
る
と
、「
実
は
新
し
い
死
体
だ

図２ 甲斐庄楠音「舞ふ（二人道成寺）」 大正13（1924）年頃
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わ
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ま
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。
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懇
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。
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叱
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ま
す
の
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い
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熊
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解
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い
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の
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熊
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し
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時
に
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比
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と
い
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僧
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、
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が
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に
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。
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の
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で
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が
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と
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と
、
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の
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が
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に
出
さ
れ
て
い
ま
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、
そ
こ
で
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日
高
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の
ほ
と
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を
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が
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に
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の
を
見
て
い
る
清
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の
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れ
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と
読
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で
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が
、
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は
「
舞
ふ
（
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と
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（
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２
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に
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で
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光
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の
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に
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来
ま
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。

た
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に
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で
す
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。
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前
に
千
葉
市
美
術

館
で
展
示
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た
折
に
私
も
真
近
で
見
ま
し
た
。
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を
見
た
瞬
間
、
も
う
本
当
に
恐
ろ
し
い
と
い
う
か

お
ぞ
ま
し
い
と
い
う
か
、
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の
人
の
情
念
み
た
い
な

も
の
が
強
烈
に
伝
わ
っ
て
く
る
絵
画
で
し
た
。
ち
ょ
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と
Ｏ
Ｈ
Ｐ
が
作
動
し
な
い
の
で
、
う
し
ろ
の
方
に

は
、
あ
る
い
は
御
覧
い
た
だ
け
な
い
か
と
思
い
ま
す

が
、
も
の
す
ご
く
鮮
や
か
な
色
で
、
バ
ッ
ク
が
黒
い

ん
で
す
。
黒
い
バ
ッ
ク
の
中
に
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レ
ン
ジ
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の
よ
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な
、
赤
い
よ
う
な
色
を
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い
ま
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葉
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と
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け
が
訴
え
る
性
感
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
。「
性
感
」
と
い
う
の
は
、
セ
ッ
ク
ス
の
「
性
」
と
い
う
字
を
与
え
て
い
ま
す
け

れ
ど
も
、「
血
が
引
い
て
い
こ
う
と
す
る
瞬
間
」、
生
き
て
い
る
人
体
か
ら
、
死
の
人
体
に
移
っ
て
い
く
そ
の
一
瞬
の
驕
り
を
描
い
た
の

が
、
こ
の
「
舞
ふ
（
二
人
道
成
寺
）」
と
い
う
作
品
な
ん
で
す
。
あ
ま
り
に
も
こ
う
い
う
作
品
を
た
く
さ
ん
描
く
の
で
、
後
に
土
田
麦
僊

に
よ
っ
て
、
画
壇
を
追
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
麦
僊
は
、
と
て
も
汚
い
絵
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ま
あ
、

情
念
、
女
の
人
の
、
生
き
て
い
る
時
か
ら
死
に
変
わ
っ
て
い
く
時
の
情
念
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
も
の
な

の
で
す
。

次
に
鏑かぶら
木ぎ
清きよ
方かた
の
「
道
成
寺
（
山
づ
く
し
）」
と
い
う
二
曲
の
屛
風
、
二
つ
折
り
に
し
た
屛
風
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
四
年
（
一

九
二
九
）
の
作
で
す
。
鏑
木
清
方
は
、
道
成
寺
物
が
す
ご
く
好
き
だ
っ
た
ら
し
い
ん
で
す
。
歌
舞
伎
で
見
て
い
た
よ
う
で
し
て
、
翌
年

の
昭
和
五
年
に
描
か
れ
た
「
道
成
寺
」

は
、
ロ
ー
マ
で
行
わ
れ
る
「
日
本
美
術

展
」に
出
品
す
る
た
め
の
作
品
で
、「
鷺

娘
」
と
セ
ッ
ト
の
形
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。そ
れ
か
ら
、「
道
成
寺
道
行
」（
図
３
）

と
い
う
作
品
も
カ
ラ
ー
で
見
る
と
本
当

に
綺
麗
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
昭
和

三
一
年
（
一
九
五
六
）
の
作
で
、
鏑
木

清
方
晩
年
に
描
い
た
も
の
な
ん
で
す
。

こ
の
他
に
も
道
成
寺
に
ま
つ
わ
る
絵
を

図４ 小林古径「清姫」６ 日高川 昭和５(1930)年

た
く
さ
ん
描
い
て
い
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
道
成
寺
と
い
う
の
は
、
大
変
大
き

な
意
味
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

小
林
古
径
の
「
清
姫
」（
図
４
）
と
い
う
作
品
は
、
絵
巻
物
に
な
っ
て
い

て
、
全
部
で
八
場
面
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
、
日
本
画
の
究
極
の

美
と
い
う
ふ
う
に
美
術
史
の
人
々
は
言
っ
て
い
ま
す
。
空
を
飛
ん
で
い
く
姿
、

そ
の
下
は
日
高
川
な
ん
で
す
が
、
日
高
川
の
波
立
っ
て
い
る
中
を
清
姫
が
空

中
を
飛
ん
で
い
く
と
い
う
設
定
で
描
い
て
お
り
、「
竹
取
物
語
」と
い
う
作
品

と
こ
の
「
清
姫
」
と
い
う
の
が
、
彼
の
中
の
二
大
絵
巻
、
傑
作
だ
と
い
う
ふ

う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
時
期
、
非
常
に
厳
し
か
っ
た
古
径
の
そ
の
内

面
の
激
し
さ
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
絵
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
と
。
官
能
的

な
女
性
の
美
と
い
う
も
の
、
そ
れ
を
描
き
出
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
小
林
古
径
は
、
こ
の
絵
を
描
く
前
に
ち
ょ
っ
と
挫
折
し
て
い
る
ん
で
す
。

即
ち
、
画
壇
活
動
の
方
に
力
を
入
れ
て
し
ま
っ
て
、
絵
が
暫
く
描
け
な
か
っ

た
時
期
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
時
か
ら
こ
の
道
成
寺
に
非
常
に
夢

中
に
な
っ
た
と
。
因
み
に
、
先
程
の
鏑
木
清
方
の
場
合
も
、
た
ま
た
ま
大おお
償
つぐなえ

神
社
の
山
伏
神
楽
の
「
道
成
寺
」
を
見
て
、
こ
れ
な
ら
自
分
も
ま
た
絵
が
描

け
る
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
時
、
横
を
見
た
ら
、
評
論
家
の
小
林
秀
雄
が
必

死
に
な
っ
て
見
て
い
た
と
、
自
分
の
作
を
語
る
文
章
の
中
で
書
い
て
い
る
ん

図３ 鏑木清方「道成寺道行」
昭和31（1956）年
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で
す
。

画
家
に
と
っ
て
、
自
分
が
何
か
も
う
一
回
や
り
た
い
と
か
、
自
分
が
最
期
に
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
時
に
、
こ
の
道
成
寺

を
画
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
す
。

と
り
と
め
の
な
い
ま
ま
、
与
え
ら
れ
た
時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
辺
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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