
崇
徳
院
の
怨
霊
と
後
白
河
院
、

そ
し
て
清
盛

-

i

崇
徳
院
怨
霊
譲
の
物
語
化
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
i

i
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崇
徳
院
怨
霊
は
、
続
政
期
の
人
々
に
最
も
畏
怖
さ
れ
た
怨
霊
で
あ
る
。
崇
徳
院
の
死
や
怨
霊
化
の
過
程
は
物
語
の
格
好
の
素
材
に
な
り
、
以

後
崇
徳
院
怨
霊
は
「
保
元
物
語
』
を
始
め
と
し
て
「
平
家
物
語
い
「
太
平
記
」
な
ど
の
軍
記
物
語
や
『
松
山
天
狗
」
「
雨
月
物
語
巴
な
ど
に
登
場

し
、
或
い
は
怨
霊
と
し
て
或
い
は
天
狗
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。
山
宗
徳
院
と
い
う
と
、
怨
霊
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
す
べ
て

の
本
が
必
ず
し
も
そ
の
怨
霊
化
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
崇
徳
院
の
生
い
立
ち
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
過
程

を
記
述
し
な
が
ら
、
そ
の
怨
霊
化
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
な
い
「
今
鏡
』
の
よ
う
な
本
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
山
内
益
次
郎
が
指
指

し
て
い
る
よ
う
に
、
山
宗
徳
院
は
、
そ
の
数
奇
な
生
誕
や
和
歌
に
対
す
る
情
熱
、
悲
劇
的
な
生
涯
な
ど
生
前
の
話
題
は
も
ち
ろ
ん
、
崩
後
の
怨
霊

慰
霊
の
話
題
に
い
た
る
ま
で
た
く
さ
ん
の
話
題
を
も
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
た
く
さ
ん
の
話
題
を
さ
し
お
い
て
、
「
平
家
物
語
』

が
怨
霊
謂
に
だ
け
焦
点
を
当
て
て
語
っ
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
吋
平
家
物
語
』
に
崇
徳
院
怨
霊
関
係
説
話
、
が
、

「
保
元
物
語
」
に
劣
ら
ぬ
分
量
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
浬
由
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
間
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿

で
は
、
崇
徳
院
の
霊
が
恐
る
べ
き
怨
霊
と
し
て
認
識
さ
れ
る
過
程
を
追
跡
し
、
さ
ら
に
「
保
元
物
語
」
や
吋
平
家
物
語
」
の
よ
う
な
物
語
に
結

実
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
、
す
な
わ
ち
物
語
と
史
実
の
断
屠
に
注
目
し
よ
う
と
す
る
。

延
慶
本
「
平
家
物
語
」
の
な
か
で
、
崇
徳
院
の
怨
霊
は
四
回
に
わ
た
っ
て
注
目
さ
れ
る
。
一
回
目
は
怨
霊
の
跳
梁
を
恐
れ
て
安
元
三
年
に
行

わ
れ
た
追
号
で
あ
る
。
二
回
目
は
建
札
門
院
の
御
懐
妊
の
際
、
鹿
谷
事
件
の
死
霊
や
生
霊
と
と
も
に
顕
れ
て
建
札
門
院
を
悩
ま
し
た
こ
と
で
あ

-258-
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る
。
一
二
回
目
が
治
承
三
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
後
に
あ
る
者
が
克
た
夢
想
で
、
そ
し
て
最
後
が
寿
永
三
年
部
丹
の
崇
徳
続
廟
の
建
立
の
記
事
で
あ
る
。

安
一
冗
二
一
年
の
追
号
や
寿
永
三
年
の
崇
徳
院
廟
の
建
立
の
記
事
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
編
年
記
事
的
な
色
彩
が
強
い
。
し
か
し
、
崇
徳
院
怨
霊
誇

は
た
だ
の
編
年
記
事
と
し
て
諮
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
平
家
物
語
」
の
構
想
上
諮
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
或
る
必
然
性
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
本
稿
は
前
述
の
枠
組
み
の
下
で
、
そ
の
必
然
性
が
ど
こ
に
起
因
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
注
意
し
な
が
ら
、
『
平
家
物
語
」

に
お
け
る
崇
徳
院
怨
護
課
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

山
{
一
試
徳
践
怨
霊
の
登
場

j

i
安
元
三
年
の
世
相

l
i

院
政
期
だ
け
で
は
な
く
、
以
後
の
日
本
の
歴
史
の
な
か
で
絶
え
ず
語
ら
れ
て
き
た
崇
徳
院
の
怨
霊
が
、
人
々
の
脳
裏
に
強
く
刻
印
さ
れ
た
の

は
い
つ
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
崇
徳
院
怨
霊
の
初
出
は
、
周
知
の
と
お
り
「
思
昧
記
」
の
安
一
冗
三
年
(
一
一
七
七
)
五
月
九
日
の
記
事
で
、
長

寛
二
年
(
一
二
ハ
間
)
の
死
か
ら
十
数
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
吋
保
元
物
語
い
に
代
表
さ
れ
る
崇
徳
院
の
強
烈
な
怨
念
や
崇
り
に
比
べ
る
と
、

崇
徳
院
の
怨
霊
と
し
て
の
登
場
は
案
外
遅
く
、
死
後
す
ぐ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
植
木
朝
子
の
崇
徳
院
関
係
記
事
年
表
を
み
る
と
一
自
瞭
然

で
あ
る
が
、
崇
徳
院
怨
霊
は
続
政
期
を
と
お
し
て
常
に
猛
威
を
奮
っ
た
の
で
は
な
く
、
幾
つ
の
時
期
に
集
中
的
に
発
現
す
る
こ
と
で
畏
怖
さ
れ

た
。
そ
の
最
初
が
安
元
三
年
で
あ
っ
た
。
安
元
三
年
に
行
わ
れ
た
追
号
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
跳
梁
す
る
怨
霊
へ
の
畏
怖
心
が
あ
っ
た
と

い
え
る
。
で
は
、
崇
徳
院
の
霊
は
い
か
な
る
過
程
を
経
て
怨
霊
と
し
て
畏
怖
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

崇
徳
院
は
保
元
の
乱
で
後
白
、
河
天
皇
が
率
い
る
宮
軍
と
戦
う
が
、
負
け
て
仁
和
寺
に
身
を
寄
せ
、
す
ぐ
さ
ま
出
家
を
す
る
。
そ
の
出
家
は
刑

罰
の
軽
減
を
望
ん
で
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
期
待
も
空
し
く
讃
岐
に
配
流
さ
れ
る
身
と
な
る
。
天
皇
で
あ
っ
た
院
の
配
流
は
、
人
々

の
耳
母
を
驚
か
す
大
事
件
で
あ
っ
た
。
讃
蚊
ま
で
の
長
い
道
程
は
、
吋
保
一
冗
物
語
」
や
「
平
家
物
語
」
諸
本
に
哀
調
深
い
ト

i
ン
で
語
ら
れ
て

い
る
。
天
皇
と
し
て
、
あ
る
い
は
院
と
し
で
あ
っ
た
過
去
の
栄
華
と
、
そ
れ
に
対
し
て
旅
に
随
う
近
在
も
な
く
、
た
だ
女
房
二
三
人
を
つ
れ
て

讃
岐
に
向
か
う
今
の
心
細
さ
が
対
比
さ
れ
、
都
を
離
れ
る
悲
し
み
ゃ
不
安
が
克
明
に
語
ら
れ
て
い
る
。

長
キ
一
宇
ノ
屋
ヲ
立
テ
方
一
丁
ノ
築
垣
ア
リ
。
南
ニ
門
ヲ
一
ツ
立
テ
外
ヨ
リ
鎖
ヲ
指
タ
リ
ケ
リ
。
国
司
ヲ
始
ト
シ
テ
ア
ヤ
シ
ノ
民
ニ
至
マ

デ

、

恐

ヲ

成

シ

テ

、

一

ず

一

口

問

参

ル

人

モ

ナ

シ

。

(

二

O
五
j
二
O
六
頁
)
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右
の
引
用
は
配
所
で
の
崇
徳
院
の
生
活
を
象
徴
し
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
築
垣
に
よ
っ
て
周
密
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
つ
あ

る
門
に
は
錠
が
さ
さ
れ
て
い
て
、
誰
も
た
や
す
く
中
に
入
れ
ず
、
又
中
に
い
る
人
も
外
に
自
由
に
出
ら
れ
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
描
写
か
ら
窺
え
る
過
酷
な
配
所
生
活
は
、
自
然
と
崇
徳
院
の
怨
念
を
育
て
る
土
壌
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
史
実
は
こ
の
よ
う
な
物
語
表
現

と
は
か
な
り
違
う
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
山
内
益
次
郎
は
、
吋
直
島
田
跡
傾
覧
図
会
」
の
分
析
を
も
と
に
、
院
の
直
島
に
お
け
る
生
活

は
あ
る
程
度
自
由
が
利
く
も
の
で
あ
っ
た
と
論
証
し
て
い
る
。
つ
ま
り
崇
徳
院
や
そ
の
関
係
者
に
縁
故
の
あ
る
地
名
を
と
お
し
て
、
崇
徳
院
が

御
所
を
出
て
各
地
に
御
幸
し
た
り
、
皇
子
・
皇
女
・
寵
妃
が
こ
の
島
に
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
山
田
雄
司
は
、
崇

徳
院
の
歌
を
憤
り
に
満
ち
た
姿
を
想
像
さ
せ
る
後
鳥
羽
院
の
歌
と
比
較
し
、
讃
岐
に
流
さ
れ
た
崇
徳
院
は
実
は
穏
や
か
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い

7
Q

。一
方
、
讃
蚊
配
流
中
に
訪
れ
た
寂
然
と
の
贈
答
歌
や
西
行
の
歌
へ
の
返
歌
な
ど
を
み
て
も
、
都
か
ら
離
れ
た
悲
し
み
ゃ
往
生
へ
の
願
い
が
歌

わ
れ
て
お
り
、
比
較
的
平
穏
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
配
流
の
日
々
を
詠
む
こ
と
も
、
怨
念
と
い
う
趣
向
も
見
あ
た
ら
な
い
。
穏
や
か
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、
崇
徳
院
が
寂
然
に
送
っ
た
「
思
ひ
や
れ
都
は
る
か
に
お
き
つ
波
立
ち
へ
だ
て
た
る
こ
〉
ろ
ぼ
そ
さ
を
」
と
い
う
歌

と
、
隠
岐
に
流
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
の
「
な
が
む
れ
ば
い
と
交
う
ら
み
も
ま
す
げ
お
ふ
る
間
辺
の
小
田
を
か
へ
す
ゆ
ふ
暮
れ
」
と
い
う
歌
を
並
べ

て
み
る
と
、
怨
み
と
い
う
揺
で
歌
の
趣
向
が
は
っ
き
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
鳥
羽
院
が
「
う
ら
み
」
を
直
叙
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
崇
徳
院
の
歌
は
「
こ
こ
ろ
ぽ
そ
さ
」
と
い
う
表
現
で
怨
み
を
包
み
込
ん
で
い
る
。
激
情
で
は
な
く
、
心
の
奥
に
沈
潜
さ
せ
た
詠
み
ぶ
り

で
あ
る
。

悲
し
み
だ
け
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
崇
徳
院
の
歌
の
趣
向
は
、
「
今
鏡
」
の
崇
徳
院
関
連
記
事
の
著
述
姿
勢
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

と
い
う
の
は
、
賠
知
の
と
お
り
、
「
今
鏡
」
に
以
崇
諮
院
に
関
す
る
数
多
い
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
怨
霊
と
し
て
の
登
場

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
重
仁
親
王
や
そ
の
母
兵
衛
佐
の
保
元
の
乱
以
後
の
消
息
に
ま
で
詳
し
く
踏
み
込
ん
で
書
い
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
怨
霊
に
化
す
る
示
唆
的
な
叙
述
す
ら
み
え
な
い
。
「
今
鋭
」
の
作
者
寂
超
は
、
彼
自
身
崇
徳
朝
蔵
人
で
あ
り
、
弟
寂
然
や
西

行
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
と
、
崇
徳
院
ゆ
か
り
の
人
々
に
対
す
る
関
心
、
そ
し
て
そ
れ
と
表
裏
を
な
す
情
報
源
が
あ
っ
お
と
思
わ
れ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
崇
徳
院
怨
護
請
が
「
今
鏡
」
に
は
見
え
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
多
賀
(
宗
隼
の
よ
う
に
、
貴
族
社
会
の
繁
栄
を
確
認
す
る
「
今
鏡
」

の
著
述
姿
都
を
あ
げ
る
こ
と
も
、
山
田
雄
司
の
よ
う
に
「
今
鏡
」
が
崇
徳
院
が
怨
霊
化
す
る
安
元
年
間
以
前
に
書
か
れ
た
舵
だ
と
考
え
る
こ
と
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も
可
能
で
あ
る
。
安
元
三
年
の
崇
徳
院
怨
霊
の
初
出
や
、
後
白
河
院
が
崇
徳
院
の
死
に
際
し
て
服
喪
も
し
な
か
っ
た
ほ
ど
、
崇
徳
院
の
存
在
を

ま
っ
た
く
気
に
し
な
か
っ
た
(
「
玉
葉
」
安
元
二
年
九
月
十
七
日
)
こ
と
な
ど
を
考
慮
に
い
れ
る
と
、
あ
る
時
期
に
な
っ
て
崇
徳
院
の
怨
霊
が

突
如
発
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
保
元
の
乱
産
後
は
も
ち
ろ
ん
、
崩
御
後
に
も
全
く
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
察
徳
院
の
秘
め
ら
れ
た
怨
念
が
、
い
か
な
る
契
機
に
よ
っ
て

歴
史
の
上
に
怨
霊
と
い
う
姿
を
も
っ
て
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
死
後
十
数
年
を
経
て
突
然
世
上
惑
乱
の
元
凶
と
し
て
崇
徳
怨
霊
が
躍

り
出
た
背
後
に
は
、
原
水
民
樹
が
指
描
し
て
い
る
よ
う
に
、
世
変
と
崇
徳
院
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
崇
徳
院
の
復
権
を
願

う
崇
徳
院
の
縁
者
や
沼
恒
の
意
図
が
作
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
な
か
に
経
胎
し
た
祭
徳
続
怨
霊
は
、
治
承
寿
永
の
内
乱
を
経
験
し
た

人
々
の
心
の
な
か
で
自
由
に
一
人
歩
き
を
始
め
、
も
は
や
一
個
人
が
制
御
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
事
実
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
そ
の
人
々
の
心
の
う
ち
に
ま
さ
に
物
語
の
世
界
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

EU昧
記
い
安
一
克
三
年
五
月
九
日
の
「
棺
府
一
芯
給
云
、
讃
岐
続
井
宇
治
左
府
事
可
有
沙
汰
云
々
、
是
近

E
天
下
悪
事
、
彼
人
等

所
為
之
由
有
疑
、
の
為
被
鎮
彼
事
也
、
無
極
大
事
也
云
々
」
と
い
う
記
事
か
ら
は
、
こ
の
時
期
す
で
に
崇
徳
院
や
頼
長
の
怨
霊
の
跳
梁
と
「
天

下
悪
事
」
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
「
天
下
悪
事
」
の
具
体
的
な
内
容
で
あ
ろ
う
。
安
元
三

年
五
月
九
日
と
い
う
日
付
を
考
議
す
る
と
、
「
天
下
悪
事
」
に
該
当
す
る
事
件
は
、
高
松
競
妹
子
を
始
め
と
す
る
四
人
の
院
号
を
も
っ
人
の
死
、

白
山
事
件
、
安
元
の
大
火
な
ど
で
あ
ろ
う
。
高
松
続
妹
子
等
の
死
は
、
吋
玉
葉
」
安
元
二
年
七
月
一
八
百
条
に
「
凡
両
月
之
問
、
三
続
崩
逝
、

古
今
未
有
希
代
事
也
」
と
記
さ
れ
る
ほ
ど
、
尋
常
な
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
山
の
大
衆
が
師
一
品
の
流
罪
を
要
求
し
、
神
輿
を
奉
じ
て
入

京
し
、
と
う
と
う
武
士
と
武
力
衝
突
を
起
こ
し
た
白
山
事
件
は
、
安
元
三
年
五
月
五
日
、
後
白
河
読
が
こ
の
事
件
の
責
任
を
向
い
、
天
台
座
主

明
雲
を
解
任
す
る
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
緊
迫
さ
を
増
し
て
い
た
。
そ
し
て
安
元
三
年
四
月
二
八
日
に
樋
口
富
小
路
よ
り
出
火
し
た
火
災
は
、
王

権
の
象
徴
で
も
あ
る
大
極
殿
ま
で
も
焼
い
て
し
ま
う
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
を
ふ
ま
え
て
、
安
元
三
年
七
月
二
九
日
の
崇
徳
院
の
追
号
に
関
す
る
人
々
の
反
応
を
見
て
み
よ
う
。
経
一
房
は
こ
の
件
に
対

し
て
「
百
錬
抄
」
で
「
讃
岐
院
奉
号
崇
徳
院
。
宇
治
左
府
贈
宮
位
太
政
大
臣
正
一
位
事
宣
下
。
天
下
不
静
。
依
有
彼
怨
霊
也
」
と
記
述
し
て
い

る
。
延
慶
本
の
追
号
の
記
事
に
も
、
「
思
ノ
外
ナ
ル
事
共
ア
リ
テ
世
間
モ
静
ナ
ラ
ズ
。
「
非
是
直
事
。
儒
ニ
怨
霊
ノ
致
ス
所
ナ
リ
」
ト
人
々
被
申

ケ
レ
パ
、
加
様
ニ
被
行
ケ
リ
」
と
あ
り
、
「
吉
錬
抄
」
と
似
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
文
章
は
宮
川
昧
記
」
と
同
じ
く
、
崇
徳
続

怨
霊
と
不
安
に
満
ち
た
世
相
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
た
だ
し
先
程
晃
た
吉
川
昧
記
」
の
記
事
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
不
安
な
世
相
の
な
か
に



鹿
谷
事
件
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
七
月
二
九
日
と
い
う
日
付
だ
け
を
念
頭
に
置
く
と
、
「
天
下
不
静
」
の
内
容
は
当
然
五
月
末
か
ら

六
月
ま
で
世
間
を
騒
が
し
た
鹿
谷
事
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
史
実
と
し
て
み
れ
ば
、
も
と
も
と
崇
徳
続
や
頼
長
の
慰
撫
行
事

は
、
鹿
谷
事
件
と
全
く
関
係
な
く
進
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
円
愚
昧
記
」
安
元
三
年
五
月
十
三
日
条
の
「
又
去
年
為
用
意
仰

彼
両
人
井
永
範
卿
・
獅
直
等
令
勘
儲
也
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
安
元
二
年
に
は
す
で
に
頼
業
・
師
肖
・
永
範
・
師
直
等
に
対
し
勘
文
の
提
出

が
命
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
安
元
二
年
に
始
ま
っ
た
慰
撫
行
事
の
論
議
は
、
先
例
を
め
ぐ
る
好
余
曲
折
を
経
て
七
月
二
十
九

日
の
実
施
へ
と
た
ど
り
着
い
た
の
で
あ
る
。

復
権
を
め
ざ
し
て
崇
徳
院
ゆ
か
り
の
人
々
の
間
に
生
ま
れ
た
、
不
安
定
な
世
相
の
動
因
と
し
て
の
崇
徳
続
怨
霊
と
い
う
言
説
は
、
当
初
関
係

が
な
か
っ
た
鹿
谷
事
件
を
も
含
み
な
が
ら
段
々
膨
脹
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
崇
徳
続
怨
霊
と
鹿
谷
事
件
と
の
結
び
つ
き
は
「
愚
管
抄
」
に
も

み
ら
れ
る
。

安
元
三
年
七
月
廿
九
日
ニ
讃
岐
院
ニ
崇
徳
続
ト
云
名
ヲ
パ
宣
下
セ
ラ
レ
ケ
リ
。
カ
ヤ
ウ
ノ
事
ド
モ
怨
霊
ヲ
オ
ソ
レ
タ
リ
ケ
リ
。
ヤ
ガ
テ
成

勝
寺
御
八
講
、
頼
長
左
府
ニ
贈
正
一
位
太
政
大
臣
ノ
ヨ
シ
宣
下
ナ
ド
ア
リ
ケ
リ
。
サ
テ
又
コ
ノ
年
京
中
大
焼
亡
ニ
テ
、
ソ
ノ
火
大
極
殿
ニ

飛
付
テ
ヤ
ケ
ニ
ケ
ワ
。
コ
レ
ニ
ヨ
リ
テ
改
元
、
治
承
ト
ア
リ
ケ
リ
。
入
道
カ
ヤ
ウ
ノ
事
ド
モ
行
ヒ
チ
ラ
シ
テ

γ
商
光
ガ
自
状
ヲ
持
テ
続
へ

参
リ
テ
、
(
中
略
)
コ
レ
ヨ
リ
続
ニ
モ
光
能
マ
デ
モ
、
「
コ
ハ
イ
カ
ニ
ト
世
ハ
ナ
リ
ヌ
ル
ゾ
」
ト
思
ヒ
ケ
ル
程
二
、
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鹿
谷
事
件
に
関
す
る
長
い
叙
述
の
後
に
、
引
用
の
よ
う
に
崇
徳
続
追
号
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
サ
テ
」
以
下
の
大
火
に
関
す
る
叙
述
を
挿
入
句

と
し
て
か
っ
こ
で
括
っ
て
お
く
と
、
話
は
藍
接
に
清
盛
が
西
光
の
白
状
を
も
っ
て
後
白
河
院
に
会
い
に
い
っ
た
と
い
う
叙
述
に
つ
な
が
る
。
つ

ま
り
、
鹿
谷
事
件
の
叙
述
の
な
か
に
崇
徳
院
追
号
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
追
号
の
理
由
に
当
た
る
「
カ
ヤ
ウ
ノ
事
」
が

指
し
て
い
る
内
容
は
、
当
然
鹿
谷
事
件
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
慈
円
は
安
元
二
、
三
年
に
起
こ
っ
た
様
々
な
衝
撃
的
な
事
件
の
な
か
で
こ
と
さ
ら

に
鹿
谷
事
件
を
前
景
化
し
、
そ
の
背
後
に
崇
徳
続
怨
霊
の
働
き
が
あ
っ
た
と
叙
述
し
て
い
る
。
こ
れ
は
時
間
が
経
っ
た
ゆ
え
の
混
同
に
よ
る
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
崇
徳
院
怨
霊
認
が
展
開
さ
れ
る
一
つ
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
方
向
性
と
は
何
か
。
そ
れ
は
世
の
乱

れ
を
背
景
と
し
た
清
盛
と
崇
徳
続
怨
霊
の
結
合
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
崇
徳
続
怨
霊
諜
が
清
盛
の
悪
政
と
結
び
つ
く
異
体
的
な
様
態
に
つ
い
て

考
察
し
た
い
と
思
う
。
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清
盛
と
崇
徳
院
の
怨
撃
の
結
合
l
l
t
怨
撃
の
枠
を
超
え
て

l
i

前
節
で
は
主
に
崇
穂
院
怨
霊
に
か
か
わ
る
言
説
が
、
ど
の
よ
う
な
土
壌
で
作
ら
れ
、
い
か
な
る
方
向
に
発
展
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察

し
た
が
、
当
代
の
人
々
が
だ
れ
で
も
崇
徳
続
の
怨
認
と
肢
の
乱
れ
を
す
ぐ
さ
ま
結
び
つ
け
た
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
玉
葉
」
の
九
条
兼
実

は
、
崇
徳
院
追
号
に
つ
い
て
少
な
か
ら
ぬ
疑
問
や
不
満
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
上
天
皇
の
贈
号
の
先
例
が
な
い
こ
と
や
、

「
崇
徳
」
と
い
う
字
に
あ
ま
り
甘
心
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
特
に
注
意
す
べ
き
の
は
次
の
文
章
で
あ
る
。

巳
是
朝
家
大
事
也
。
尤
可
有
議
、
而
無
左
右
被
行
之
、
如
何
之
由
、
世
人
傾
奇
云
々
、
余
案
此
事
、
偏
可
在
叡
慮
、
他
人
不
可
申
是
非
事
也
。

こ
の
引
用
文
は
、
左
大
臣
経
宗
の
指
揮
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
崇
徳
院
追
号
は
、
も
は
や
朝
廷
の
大
事
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
慎
重
に
論
議
を
重

ね
て
決
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
の
結
論
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
、
崇
徳
続
の
追
号
を
含
む
慰
撫
行
事
に
関
し
て
は
、
基

本
的
に
朝
廷
を
含
む
他
人
が
関
与
す
べ
き
問
題
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
後
白
河
院
が
主
導
に
な
っ
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ

る
と
い
う
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
発
言
の
土
台
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
平
安
王
朝
の
怨
霊
観
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
崇

徳
院
と
不
安
な
世
相
を
結
び
つ
け
ず
、
「
大
鏡
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
主
に
怨
献
の
家
系
に
崇
り
、
死
や
狂
気
を
招
く
と
い
う
縮
小
さ
れ

た
怨
霊
観
の
な
か
で
崇
徳
院
の
怨
管
理
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
引
用
か
ら
読
み
と
れ
る
。

で
は
、
崇
徳
院
怨
栂
一
亜
の
場
合
、
怨
敵
す
な
わ
ち
後
白
河
院
や
そ
の
家
系
の
誰
か
に
死
や
狂
気
を
引
き
起
こ
す
な
ど
と
い
っ
た
王
朝
的
な
怨
霊

と
し
て
の
発
動
の
事
例
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
節
で
ふ
れ
た
安
一
克
二
年
の
四
人
の
院
号
を
も
っ
人
の
死
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

六
月
十
三
日
に
高
松
続
妹
子
、
七
丹
八
日
に
建
春
門
院
、
七
丹
十
七
日
に
六
条
院
、
八
月
十
九
日
に
九
条
院
里
子
が
立
て
続
け
に
死
ん
だ
出
来

事
で
あ
る
。
死
ん
だ
西
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
条
天
皇
の
中
宮
、
後
白
河
読
の
女
御
、
後
自
河
院
の
孫
、
忠
通
の
養
女
で
近
衛
天
皇
の
中
宮
で
あ

り
、
後
白
河
続
や
忠
通
周
辺
の
人
々
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。
当
時
の
怨
霊
は
、
も
し
怨
敵
が
手
強
く
て
崇
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
、
そ
の
家
系
の
な
か
の
弱
者
、
た
と
え
ば
子
供
や
女
性
に
崇
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
わ
ず
か
三
か
月
間
に
西
人
の
近

親
者
の
死
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
後
白
河
続
に
対
す
る
崇
徳
院
の
怨
霊
の
崇
り
と
感
じ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
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さ
て
、
吋
一
平
家
物
語
」
で
は
こ
の
出
来
事
は
い
か
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
西
人
の
死
が
全
部
語
ら
れ
て
い
る
諸
本
は
な
く
、
九
条

院
呈
子
を
除
く
他
の
三
人
の
死
が
諮
ら
れ
て
い
る
の
も
延
慶
本
と
長
門
本
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
他
の
諸
本
は
六
条
院
の
死
に
つ
い
て
ふ
れ
る
だ
け

で
あ
る
。
し
か
も
延
慶
本
と
長
門
本
の
よ
う
に
一
つ
の
編
年
記
事
と
し
て
語
る
の
で
は
な
く
、
安
徳
天
皇
の
立
坊
と
践
酢
を
語
り
な
が
ら
、
関

連
記
事
と
し
て
六
条
続
の
崩
御
を
諮
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
捺
、
叙
述
の
焦
点
は
三
歳
の
甥
で
あ
る
天
皇
と
六
歳
の
伯
父
の
東
宮

と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
当
て
ら
れ
て
お
り
、
崩
御
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
注
自
さ
れ
て
い
な
い
。
建
春
門
院
の
死
も
、
亡
く
な
る
一
年
前
の
熊
野

参
詣
で
の
奇
瑞
や
供
養
の
た
め
に
出
さ
れ
た
殺
生
禁
断
令
に
ま
つ
わ
る
玄
尊
の
逸
話
な
ど
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
崇
徳
院
の
怨
霊
の
影
は
ま
っ

た
く
見
え
な
い
。
「
平
家
物
語
」
の
な
か
の
安
元
二
年
の
記
事
は
、
一
言
で
い
っ
て
、
崇
徳
続
の
怨
霊
と
は
無
関
係
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
叙
述
の
表
層
に
お
い
て
は
崇
徳
院
怨
霊
は
出
て
こ
な
い
が
、
四
人
の
死
と
崇
徳
院
怨
霊
の
関
係
を
考
察
す
る
際
、
延
慶
本
の
次
の
叙

述
は
注
司
に
値
す
る
。

同
廿
七
日
、
六
条
院
崩
御
ナ
ル
。
御
年
十
三
。
故
二
条
院
ノ
御
嫡
子
ゾ
カ
シ
。
御
年
五
歳
ニ
テ
太
上
天
皇
ノ
尊
号
ア
リ
シ
カ
ド
モ
、
未
ダ

御
元
蹴
モ
無
テ
崩
御
ナ
リ
ヌ
ル
コ
ソ
哀
ナ
レ
。
加
様
ニ
打
続
天
下
ニ
歎
ノ
ミ
多
ク
、
人
ノ
心
ノ
定
ラ
ザ
ル
事
ハ
、
偏
へ
ニ
平
家
ノ
一
門
ノ

ミ
栄
テ
、
一
天
間
海
ヲ
掌
ニ
拳
テ
、
先
例
ニ
遠
ル
務
ヲ
申
行
ヘ
ル
故
ト
ゾ
、
内
々
ハ
申
ア
ヒ
ケ
ル
。
(
九
二
頁
)

(
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
様
)
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傍
線
の
部
分
は
、
六
条
続
の
死
だ
け
で
は
な
く
、
高
松
女
院
か
ら
始
ま
っ
た
三
人
の
死
を
ま
と
め
て
い
る
笛
所
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
を
い
え
ば
、

高
松
続
妹
子
、
建
春
門
院
、
六
条
院
の
三
人
の
死
と
い
う
悲
し
み
の
連
続
は
も
っ
ぱ
ら
平
家
の
せ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
平
家
が
栄
え
、

清
盛
が
政
界
の
重
要
な
ポ
ス
ト
を
占
め
る
が
、
そ
の
政
治
が
あ
ま
り
か
ん
ば
し
く
な
い
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
不
幸
な
出
来
事
が
続
い
て
起
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
三
人
の
死
と
清
盛
の
栄
華
や
悪
政
が
藍
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
引
用
か
ら
読
み
と
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
安

元
二
年
時
点
で
の
清
盛
の
悪
政
と
い
う
と
、
殿
下
乗
合
事
件
ぐ
ら
い
で
、
こ
れ
も
清
盛
の
代
表
的
な
悪
行
と
は
い
え
な
い
。
と
す
る
と
、
「
先

例
ニ
逮
ル
務
」
と
は
、
清
盛
の
政
治
に
批
判
的
な
語
り
手
の
意
識
が
先
走
っ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
崇
徳
段
怨
霊
の
仕
業
な
ら
と
も
か
く
、

三
人
の
死
と
清
盛
の
栄
華
や
悪
政
と
は
一
体
ど
こ
で
接
点
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
間
題
と
関
連
づ
け
て
、
「
保
元
物
語
い
半
井
本
の
次
の
引
用
を
み
て
み
よ
う
。

7 
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蓮
如
ガ
夢
二
一
見
タ
リ
ケ
ル
ハ
、
讃
岐
続
ノ
践
方
輿
ニ
メ
シ
テ
、
為
義
父
子
六
人
先
陣
ニ
テ
、
平
家
忠
正
父
子
五
人
、
家
弘
父
子
四
人
後
棒

ニ
テ
、
院
ノ
御
所
へ
打
入
ラ
ン
ト
ス
ル
ガ
、
(
中
略
)
「
サ
ラ
パ
清
盛
ガ
許
ヘ
界
入
ヨ
」
ト
被
仰
ケ
レ
パ
、
無
相
違
打
入
テ
、
院
ヲ
モ
入
進

セ
ッ
ト
見
タ
リ
ケ
レ
パ
、
其
後
、
清
盛
、
次
第
二
過
分
ニ
ナ
リ
、
太
政
大
臣
ニ
至
リ
、
子
息
所
従
ニ
歪
マ
デ
、
朝
恩
一
屑
ヲ
井
ル
人
ゾ
無
。

ヲ
ゴ
レ
ル
余
ニ
、
続
ノ
キ
リ
人
中
御
門
ノ
新
大
納
言
成
親
郷
父
子
ヲ
流
シ
失
ヒ
、
西
光
父
子
ガ
首
ヲ
切
リ
、
摂
録
臣
ヲ
鍛
前
国
へ
移
シ
奉

り
、
終
ハ
院
ア
馬
羽
殿
へ
押
能
進
ス
ル
モ
、
口
ハ
讃
岐
院
ノ
御
撰
ト
ゾ
申
ケ
ル
。

右
の
引
用
は
い
わ
ゆ
る
〈
蓮
如
の
夢
〉
と
呼
ば
れ
る
夢
語
り
で
あ
る
。
夢
の
内
容
は
崇
徳
院
一
行
の
悪
霊
が
後
白
河
院
の
御
所
に
入
ろ
う
と

し
た
が
で
き
ず
、
清
盛
の
邸
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
鵠
線
部
分
の
一
語
り
手
の
夢
の
解
釈
で
あ
る
。
崇
徳

院
の
霊
が
清
盛
の
邸
に
入
っ
た
結
果
は
、
他
な
ら
ぬ
平
家
の
栄
華
で
あ
り
、
過
分
な
振
る
舞
い
の
象
徴
と
し
て
の
鹿
谷
事
件
や
治
承
三
年
の
ク
ー

デ
タ

i
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
後
白
河
院
の
近
臣
を
処
刑
し
た
り
、
関
白
基
房
を
配
流
し
た
り
、
後
白
河
続
を
鳥
羽
離
宮
に
幽
閉
し
た
り
す

る
一
連
の
行
動
、
あ
る
い
は
周
囲
の
耳
目
を
驚
か
す
平
家
一
門
の
昇
進
の
背
後
に
も
崇
徳
院
の
怨
霊
が
う
ご
め
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

崇
徳
院
の
霊
が
清
盛
の
栄
華
や
悪
政
を
紡
ぎ
出
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
夢
の
解
釈
は
〈
冥
〉
と
〈
顕
〉
の
二
元
論
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
れ
は
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
世
を
乱
そ
う
と
す
る
崇
徳
院
怨
霊
の
本
望
は
、
山
宗
徳
続
怨
霊
自
身
に
よ
っ
て
甚
接
満
た
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

清
盛
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
元
来
怨
霊
の
崇
り
と
し
て
理
解
す
べ
き
三
人
の
死
が
清
盛
の
栄
華
や
悪
政
の
せ
い
と
さ
れ
て

い
る
延
慶
本
の
叙
述
は
、
右
の
引
用
の
よ
う
な
、
崇
徳
続
怨
霊
の
世
上
へ
の
は
た
ら
き
か
け
は
清
盛
の
悪
行
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識

を
背
景
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
夢
想
は
、
吋
平
家
物
語
」
諸
本
の
中
で
は
、
延
慶
本
や
長
門
本
、
吋
一
伯
仲
平
関
誇
録
い
、
「
源
平
盛
衰
記
』
に
み
え
る
。
い
ず
れ

も
清
盛
の
悪
行
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
語
ら
れ
る
位
震
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
悪
行
の
内
容

も
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
延
慶
本
と
吋
源
平
盛
衰
記
」
で
は
、
治
承
三
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
な
か
で
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
悪
行
の

内
容
も
そ
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
長
円
本
は
頼
長
贈
宮
記
事
に
続
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
悪
行
の
内
容
と
し
て
二
年
数
ヶ

丹
後
の
事
件
で
あ
る
後
白
河
院
の
鳥
羽
幽
閉
ま
で
含
む
こ
と
に
な
り
、
先
走
っ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
吋
源
平
開
設
録
」
の
場
合
、
崇
徳
院

の
崩
御
後
、
「
其
の
頃
」
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
崇
徳
院
崩
御
後
の
清
盛
の
悪
行
を
漠
然
と
指
し
て
い
る
。
原
水
民
樹
は
、
そ
れ



ぞ
れ
異
な
る
諸
本
の
内
容
を
分
析
し
た
上
、
こ
の
夢
想
は
治
承
三
年
の
ク
ー
デ
タ
!
と
関
係
し
て
生
ま
れ
た
夢
語
り
の
一
つ
で
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
。
説
得
力
の
あ
る
見
解
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
発
生
源
と
と
も
に
、
こ
の
夢
語
り
が
以
後
物
語
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て

い
っ
た
の
か
と
い
う
側
面
を
注
視
し
た
い
。
と
す
る
と
、
こ
の
夢
語
り
は
治
承
三
年
ク
ー
デ
タ
ー
と
い
う
特
定
事
件
と
の
関
係
は
色
槌
せ
、
た

だ
清
盛
の
悪
行
と
崇
徳
院
の
怨
霊
の
働
き
か
け
を
語
る
夢
語
り
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
吋
平
家
物
語
」
の
崇
徳
院
怨
霊
詩
に
お
け
る
〈
蓮
如

の
移
〉
の
位
置
と
意
味
を
開
題
に
す
る
な
ら
ば
、
肝
心
な
の
は
、
治
承
三
年
ク

i
デ
タ

i
と
い
う
異
体
的
な
事
件
で
は
な
く
、
清
盛
と
崇
徳
践

の
怨
霊
の
結
び
つ
き
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
崇
徳
院
怨
霊
と
清
盛
の
栄
華
や
悪
政
を
誼
接
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
も
は
や
王
朝
的
怨
霊
観
を
も
っ
て
は
説
明
不
可

能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
王
朝
的
怨
霊
と
し
て
清
盛
に
崇
る
と
す
る
と
、
清
盛
か
そ
の
家
系
の
誰
か
に
、
直
接
死
や
狂
気
を
も
た
ら
す

の
が
一
般
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
清
盛
と
い
う
為
政
者
に
働
き
か
け
、
そ
の
人
が
悪
政
を
す
る
よ
う
に
作
用
す
る
と
い
っ
た
閥
接
的
な
方
法

で
世
の
中
に
不
安
を
も
た
ら
す
の
は
、
も
は
や
怨
霊
で
は
な
く
、
「
太
平
記
」
の
な
か
に
数
多
く
登
場
す
る
天
狗
の
特
徴
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
平
家
物
語
い
の
崇
徳
院
怨
霊
は
、
人
の
心
の
線
開
を
狙
い
、
入
れ
替
わ
る
こ
と
に
つ
て
世
を
乱
す
と
い
う
懇
依
現
象
を
あ
わ
せ
も
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
天
狗
化
の
萌
芽
が
み
え
て
い
る
と
い
え
る
。
崇
徳
続
復
権
の
た
め
に
縁
者
た
ち
に
よ
っ
て
語
ら
れ
始
め
た
怨
霊
諒
は
、
不
安
な
世
の

中
を
背
景
に
、
怨
霊
の
枠
を
超
え
て
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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四

「
生
ナ
ガ
ラ
天
狗
」
1
1
2
崇
徳
院
怨
霊
誇
の
物
語
的
震
関
を
中
心
に

i
i

延
慶
本
に
は
、
円
保
元
物
語
」
と
酷
似
し
た
形
の
、
保
一
冗
の
乱
の
経
緯
や
乱
後
の
敗
者
の
死
と
怨
霊
化
を
語
る
記
事
が
あ
る
。
「
讃
岐
院
之
僻

事
」
「
宇
治
ノ
悪
左
府
贈
官
等
ノ
事
」
「
西
行
讃
岐
院
ノ
墓
所
ニ
詣
ル
事
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
保
元
物
語
」
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
も
い
え
る

こ
れ
ら
の
記
事
は
、
他
の
読
み
本
系
諸
本
に
も
み
え
る
。
そ
の
内
容
は
概
ね
同
じ
で
あ
る
が
、
幾
つ
か
の
点
に
お
い
て
諸
本
間
に
差
異
が
生
じ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
栢
違
点
に
注
意
し
な
が
ら
、
崇
徳
院
怨
霊
詳
の
核
と
も
い
え
る
五
部
の
大
乗
経
を
め
ぐ
る
怨
霊
諜
に
お
い
て
崇
穂
院
怨
霊

の
天
狗
へ
の
変
容
の
問
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
崇
徳
院
の
怨
念
を
語
る
延
慶
本
の
次
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。
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(
略
)
白
天
竺
振
日
一
至
日
本
吾
朝
、
位
ヲ
争
ヒ
毘
ヲ
論
ジ
テ
、
叔
父
甥
合
戦
ヲ
致
シ
、
兄
弟
関
野
ヲ
起
セ
ド
モ
、
果
報
ノ
勝
劣
ニ
随
テ
、

叔
父
モ
負
、
兄
モ
マ
ク
。
雌
然
時
移
リ
事
去
一
ア
、
罪
ヲ
謝
シ
、
鱗
ヲ
鱗
ス
ハ
、
王
道
ノ
恵
ミ
、
無
一
楠
ノ
情
也
。
(
中
略
)
是
ハ
可
被
貴
之

由
開
シ
カ
パ
、
其
難
ヲ
遁
ル
、
方
モ
ヤ
ト
防
シ
計
ナ
リ
。
サ
シ
モ
罪
深
カ
ル
ベ
シ
ト
モ
不
覚
。
是
程
ノ
有
様
ニ
テ
ハ
、
帰
リ
上
テ
モ
ナ
ニ

カ
セ
ム
。
今
ハ
生
テ
モ
又
何
ノ
益
カ
ア
ラ
ム
」
ト
テ
、
御
グ
シ
モ
メ
サ
ズ
、
御
爪
ヲ
モ
切
ラ
セ
給
ハ
ズ
。
柿
ノ
頭
申
、
柿
ノ
御
衣
ヲ
召

ツ

¥

御

指

ヨ

リ

血

ヲ

ア

ヤ

シ

、

五

部

ノ

大

乗

経

ヲ

ア

ソ

パ

シ

テ

、

(

二

O
六
j

二
O
七
頁
)

引
用
は
崇
徳
院
が
後
白
、
河
院
の
乱
後
の
処
置
の
非
情
さ
を
訴
え
る
部
分
で
あ
る
。
崇
徳
院
は
、
戦
い
の
勝
敗
は
前
世
に
お
け
る
後
白
河
院
と
自

分
の
業
の
優
劣
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
、
負
け
た
こ
と
に
対
し
て
素
直
に
受
け
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
一
日
一
戦
い
が
終
わ
れ
ば
、
勝
者
は
負

け
た
人
々
を
許
す
の
が
王
道
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
力
説
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
是
ハ
可
被
貴
之
由
樹
シ
カ
パ
、
其
難
ヲ
遁
ル
、
方
モ
ヤ
ト

防
シ
計
ナ
リ
。
サ
シ
モ
罪
深
カ
ル
ベ
シ
ト
モ
不
覚
」
と
い
う
表
現
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
山
一
部
徳
院
に
は
罪
の
意
識
が
な
い
。
出
家
し
て
自
分
の

政
治
的
生
命
を
放
棄
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
配
流
の
身
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
恨
み
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
崇
徳
院

怨
霊
詳
の
始
発
が
あ
る
。
延
慶
本
で
は
、
こ
の
段
階
で
す
で
に
「
御
グ
シ
モ
メ
サ
ズ
、
御
爪
ヲ
モ
切
ラ
セ
給
ハ
ズ
。
柿
ノ
頭
巾
、
柿
ノ
御
衣
ヲ

召
」
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
長
い
爪
や
ざ
ん
ば
ら
髪
、
柿
の
頭
巾
や
柿
の
衣
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
天
狗
の
象
徴
で
あ
る
。
廷
慶
本
の
文
脈
だ

と
、
崇
徳
続
は
五
部
の
大
乗
経
を
書
写
す
る
前
の
段
階
で
す
で
に
天
狗
の
姿
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
配
流
に
処
し
た
後
白
、
河
院
の
寛
容
の

な
さ
こ
そ
、
山
一
部
徳
院
を
天
狗
に
さ
せ
、
五
部
の
大
乗
経
を
書
か
せ
た
直
接
の
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
鎌
倉
本
「
保
一
冗
物
語
」
も
延
慶

本
と
向
じ
く
、
怒
り
ゆ
え
に
指
の
血
を
も
っ
て
全
経
を
書
写
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
半
井
本
涼
郎
元
物
語
」
に
も
後
白
河
院
の
非
情
さ
を
訴
え
る
文
章
や
天
狗
の
形
相
に
な
っ
た
と
い
う
文
章
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
五
部

の
大
乗
経
の
入
京
が
拒
否
さ
れ
た
後
の
こ
と
と
し
て
出
て
く
る
。
ま
た
五
部
大
乗
経
を
書
写
し
終
え
た
こ
と
を
伝
え
る
覚
性
法
親
王
宛
て
の
手

紙
の
中
で
、
書
写
の
自
的
を
は
っ
き
り
と
「
後
世
菩
提
」
と
語
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
半
井
本
『
保
元
物
語
」
で
は
、
五
部
の
大
乗
経

の
入
京
の
拒
否
こ
そ
崇
徳
院
を
天
狗
化
さ
せ
た
原
因
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
書
写
の
目
的
と
崇
徳
院
の
天
狗
化
の
動
因
は
区
別
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
。
半
井
本
吋
保
元
物
語
』
の
他
に
、
長
門
本
「
平
家
物
語
」
と
問
胸
中
将
録
、
盛
衰
記
、
そ
し
て
京
図
本
・
金
万
比
羅
本
・
古
活
字
本

「
保
一
冗
物
語
』
が
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
崇
徳
続
の
怨
念
の
対
象
に
な
る
の
は
、
経
の
都
入
り
を
踊
っ
た
後
白
河
続

や
信
西
、
そ
し
て
朝
廷
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
天
狗
と
怨
霊
の
性
格
の
差
異
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

-249 



延
鹿
本
や
鎌
倉
本
は
、
後
白
河
院
に
対
す
る
恨
み
が
前
景
化
さ
れ
て
お
り
、
後
白
河
院
が
対
峠
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
〈
怨
霊
〉
的
要
素
が
包

濃
く
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
半
井
本
の
崇
徳
院
怨
霊
諜
は
、
後
白
河
院
だ
け
で
は
な
く
、
被
数
の
人
間
が
恨
み
の
対
象
に
な
っ
て
お
り
、

特
に
朝
廷
と
い
う
一
言
葉
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
崇
徳
院
怨
霊
は
「
日
本
国
」
と
対
立
す
る
〈
天
狗
〉
と
し
て
登
場
し
て
い
る
か
ら
で
あ

ブ

Q

。こ
の
よ
う
に
、
天
狛
の
形
相
に
な
る
契
機
は
異
な
る
が
、
崇
徳
院
が
生
前
す
で
に
天
狗
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
吋
平
家
物
語
」

や
吋
保
一
一
九
物
語
い
諸
本
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
長
い
爪
、
伸
ば
し
た
髪
、
柿
の
衣
や
柿
の
頭
巾
と
い
っ
た
天
狗
の
形
相

は
、
崇
穂
践
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
り
、
や
が
て
金
刀
北
緯
本
「
保
一
死
物
語
」
に
あ
る
平
康
頼
の
目
撃
諜
に
ま
で
発
展
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、

崇
徳
院
怨
霊
詳
に
お
い
て
、
「
生
ナ
ガ
ラ
天
狗
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
半
井
本
「
保
元
物

の
次
の
引
用
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

其
後
ハ
御
グ
シ
モ
剃
ズ
、
御
爪
モ
切
セ
給
ハ
デ
、
生
ナ
ガ
ラ
天
狗
ノ
御
姿
ニ
成
セ
給
一
ア
、
中
二
年
有
テ
、
平
治
元
年
十
二
月
九
日
夜
、
丑

む
ニ
、
右
衛
門
替
頼
信
ガ
左
馬
頭
義
朝
ヲ
嘩
テ
、
院
ノ
御
所
三
条
殿
へ
夜
打
ニ
入
テ
、
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引
用
は
、
崇
徳
院
が
舌
の
先
を
喰
い
切
っ
て
そ
の
血
で
響
状
を
書
い
た
後
の
文
章
で
あ
る
。
崇
徳
院
が
「
日
本
国
ノ
大
悪
魔
ト
成
」
る
こ
と

を
奮
い
、
天
狗
の
形
相
に
な
っ
た
結
果
、
平
治
の
乱
、
が
起
こ
っ
た
と
い
う
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
乙
こ
で
平
治
の
乱
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
保
元
の
乱
に
続
く
内
乱
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
に
起
因
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
平
治
の
乱
は
、

藤
原
信
頼
と
源
義
朝
が
起
こ
し
た
謀
叛
で
、
最
終
的
に
は
清
盛
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
た
戦
乱
で
あ
る
。
清
盛
は
、
保
元
・
平
治
の
二
つ
の
戦
乱

に
よ
る
源
氏
の
滅
亡
を
背
景
に
、
宮
廷
一
政
界
に
独
歩
的
な
地
位
を
築
き
あ
げ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
平
治
の
乱
は
、
一
平
家
の
栄
華
の
礎
に
な
っ

た
画
期
的
な
事
件
、
だ
と
い
え
る
。
半
井
本
「
保
元
物
語
」
に
も
、
平
治
の
乱
後
の
平
家
の
繁
栄
は
源
氏
の
衰
退
を
背
景
に
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
は
、
清
盛
の
議
言
に
よ
り
親
や
兄
弟
を
殺
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
義
朝
が
、
二
、
一
二
年
の
う
ち
に
失
脚
す
る
だ
ろ
う
と

い
っ
た
乙
若
の
予
言
の
実
現
を
も
っ
て
平
治
の
乱
の
結
末
を
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
生
き
た
ま
ま
天
狗
に
な
っ
た
と
い
う
叙
述
や

崇
徳
院
と
平
治
の
乱
を
関
連
、
つ
け
る
叙
述
は
、
山
一
不
徳
慌
の
怨
念
と
清
盛
の
栄
華
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
王
朝
的
秩
序
の
破
壊
を
も
た
ら
し
て

い
っ
た
と
い
う
史
実
へ
と
つ
ら
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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崇
徳
院
怨
霊
は
も
と
も
と
安
元
年
間
の
不
安
な
世
相
を
背
景
に
登
場
し
た
が
、
物
語
に
お
い
て
祭
徳
院
の
怨
念
は
、
そ
の
よ
う
な
史
実
を
は

る
か
に
越
え
て
、
清
盛
の
栄
華
や
悪
政
を
媒
介
に
し
て
保
元
以
後
の
世
の
乱
れ
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
が
、
そ
の
始
発
が
平
治
の
乱
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
崇
徳
院
の
怨
念
が
清
盛
を
媒
介
し
て
乱
世
と
結
び
つ
く
物
語
の
叙
述
の
方
向
性
は
、
公
卿
日
記
に
み
る
貴
族
の
認
識
と
差
異

を
見
せ
て
い
る
所
で
も
あ
る
。
公
卿
日
記
に
見
ら
れ
る
崇
徳
院
怨
霊
の
登
場
は
、
安
元
年
間
に
始
ま
り
、
ピ
ー
ク
に
達
し
た
の
は
寿
永
年
間
で

あ
る
が
、
「
平
家
物
語
」
で
は
寿
永
の
内
乱
に
は
崇
徳
院
の
名
前
は
み
え
な
い
。
寿
永
二
年
七
月
の
平
家
一
門
の
都
落
ち
、
そ
れ
に
よ
る
後
鳥

羽
院
の
即
位
、
十
一
月
の
法
住
寺
合
戦
、
寿
永
三
年
一
丹
の
義
仲
の
敗
北
と
二
月
の
義
経
入
京
と
い
っ
た
、
目
ま
ぐ
る
し
い
ほ
ど
急
変
す
る
不

安
に
満
ち
た
動
乱
の
な
か
で
、
貴
族
た
ち
が
崇
徳
院
怨
霊
の
跳
梁
を
感
じ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
沃
下
を
滅
ぼ
す
趣
回
目
が
書
か
れ
て
い
る
崇

徳
続
の
血
経
が
一
克
性
法
印
の
許
に
あ
る
と
い
う
噂
が
広
が
っ
た
の
も
、
寿
永
二
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
平
家
物
語
』
で
は
、
治
承

五
年
の
清
盛
の
死
以
降
、
山
宗
徳
院
の
怨
撃
の
跳
梁
を
語
る
叙
述
は
み
え
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
治
承
寿
永
の
内
乱
を
身
を
も
っ
て
体

験
し
た
人
々
が
感
じ
た
崇
徳
院
怨
霊
の
跳
梁
の
ピ

i
ク
と
「
平
家
物
語
〕
や
「
保
一
冗
物
語
い
に
お
け
る
崇
徳
院
怨
霊
の
跳
梁
の
そ
れ
と
の
間
に

ズ
レ
が
あ
る
と
い
え
る
。
崇
徳
続
怨
霊
誇
に
お
け
る
清
盛
の
比
重
の
変
化
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
ズ
レ
こ
そ
、
二
つ
の
物
語
の
崇
徳
読
怨
霊
誇
を

理
解
す
る
際
、
重
要
な
鍵
に
な
る
と
い
え
る
。

-247-

五

も
う
一
つ
の
崇
徳
院
怨
霊
謂

i
l建
礼
門
院
御
産
を
め
ぐ
っ
て

i
i

前
述
し
た
よ
う
に
、
崇
徳
院
の
〈
怨
霊
〉
と
い
う
霊
格
を
考
え
る
と
、
対
峠
す
べ
き
存
在
は
清
盛
で
は
な
く
、
後
白
、
河
続
で
あ
る
。
ま
た
、

白
崎
祥
一
が
指
檎
し
て
い
る
よ
う
に
、
保
元
の
乱
と
清
盛
の
悪
行
は
直
接
的
に
は
何
の
つ
な
が
り
も
も
た
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
崇
徳
院
怨

霊
の
鎮
魂
の
問
題
は
、
兼
実
の
発
言
ど
お
り
、
後
白
一
両
院
が
担
う
べ
き
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
「
平
家
物
語
い
で
は
、
崇
徳
院
の
怨
霊
は
清
盛

を
媒
介
し
て
世
の
乱
れ
を
惹
き
起
こ
し
て
い
る
。
前
節
ま
で
は
、
崇
徳
院
怨
霊
の
誕
生
と
物
語
化
の
方
向
と
い
う
面
で
、
清
盛
と
の
関
係
を
軸

に
崇
徳
院
怨
霊
講
を
考
察
し
て
き
た
。
た
だ
誤
解
の
な
い
よ
う
に
い
え
ば
、
崇
徳
院
と
後
由
、
将
院
は
と
い
う
と
、
「
平
家
物
語
」
に
お
い
て
全

く
関
係
な
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
延
慶
本
の
場
合
、
後
白
、
河
院
の
濯
頂
を
取
り
巻
く
一
連
の
物
語
の
な
か
に
、

後
白
河
院
と
対
決
す
る
存
在
と
し
て
〈
天
魔
〉
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
〈
天
魔
〉
は
、
武
久
堅
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
法
皇
御
濯
頂
事
」

の
直
前
の
物
語
で
あ
る
崇
徳
院
怨
霊
詳
に
〈
天
狗
〉
と
化
し
て
巣
く
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
延
慶
本
に
お
け
る
後
白
河
院
と
〈
天
魔
〉
や



〈
天
狗
〉
、
そ
し
て
崇
徳
院
怨
霊
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
濯
頂
記
事
や
天
狗
問
答
、
蓮
如
の
夢
な
ど
を
中
心
に
、
以
前
検
討
し
た
こ
と
が
あ

る
。
本
節
で
は
角
度
を
変
え
て
、
清
盛
と
後
白
、
河
院
、
そ
し
て
崇
徳
院
が
微
妙
に
交
差
す
る
建
礼
門
院
の
御
産
記
事
を
中
心
に
、
三
人
の
関
係

を
考
察
し
て
み
よ
う
。

平
家
の
栄
華
を
決
定
づ
け
た
出
来
事
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
建
礼
門
院
に
よ
る
言
仁
親
王
、
後
の
安
徳
天
皇
の
誕
生
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
吋
一
千
家
物
語
」
に
は
安
徳
天
皇
の
誕
生
に
ま
つ
わ
る
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
皇
子
を
授
か
る
た
め
の
清
盛
夫
妻
の
祈

り
を
始
め
と
し
て
、
懐
妊
か
ら
出
産
に
い
た
る
ま
で
の
様
子
や
儀
式
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。
院
政
期
の
女
人
に
と
っ
て
、
出
産
は
命
を
か

け
た
も
の
で
あ
り
、
怨
皆
既
ら
が
自
分
の
恨
み
を
晴
ら
す
た
め
、
絶
え
間
な
く
母
子
の
命
を
狙
う
絶
好
の
機
会
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
怨
霊
か
ら
母
子
の
命
を
守
る
た
め
に
数
多
い
儀
礼
や
加
持
祈
祷
が
行
わ
れ
た
。
当
時
女
性
に
と
っ
て
出
産
は
、
ま
さ
に
生
死
の
境
界
に

身
を
さ
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
ム
叩
を
狙
う
怨
霊
た
ち
と
命
を
守
ろ
う
と
す
る
祈
祷
の
せ
め
ぎ
合
い
の
場
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
建
礼
門
続
の
場
合

も
例
外
な
く
、
怨
霊
に
悩
ま
さ
れ
る
。

カ
¥
リ
シ
御
悩
ノ
折
節
ニ
合
テ
、
シ
ウ
ネ
キ
物
気
、
度
々
取
付
奉
ル
。
有
験
僧
共
ア
マ
タ
被
召
テ
、
護
身
加
持
隙
モ
ナ
シ
。
ヨ
リ
マ
シ
明

王
ノ
縛
ニ
カ
ケ
テ
、
サ
マ
六
¥
ノ
物
気
顕
タ
リ
。
惣
テ
ハ
讃
岐
院
ノ
御
怨
霊
、
別
ハ
悪
左
府
ノ
御
臆
念
、
成
親
郷
、
西
光
法
師
ガ
怨
霊
、

丹

波

少

将

成

経

、

判

官

入

道

康

頼

、

法

勝

寺

執

行

俊

寛

ナ

ム

ド

ガ

生

霊

ナ

ム

ド

モ

占

申

ケ

リ

。

(

二

三

四

頁

)
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建
礼
門
院
は
着
帯
後
、
丹
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
容
態
が
悪
化
し
、
加
持
祈
祷
が
絶
え
間
な
く
行
わ
れ
る
。
引
用
は
そ
の
加
持
祈
祷
に
よ
っ
て
、

建
礼
門
院
を
悩
ま
し
た
物
の
経
た
ち
の
正
体
が
明
か
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
物
の
怪
の
正
体
と
し
て
、
一
番
先
に
名
乗
り
を
あ
げ
た
の
は
、
崇

徳
院
の
怨
霊
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
頼
長
・
成
親
・
西
光
の
怨
霊
と
成
経
・
康
頼
・
佼
寛
の
生
霊
が
名
乗
り
を
あ
げ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
山
宗
徳

院
と
頼
長
を
除
い
て
は
、
鹿
谷
事
件
の
関
連
者
で
清
盛
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
り
配
流
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
。
鹿
ハ
合
事
件
の
犠
牲
者
の
な
か
に
、

保
一
冗
の
乱
の
敗
者
の
霊
が
混
ざ
っ
て
顕
れ
る
と
い
う
不
思
議
な
光
景
で
あ
る
。
建
礼
門
続
の
懐
妊
は
、
世
間
を
騒
が
し
た
鹿
谷
事
件
が
起
き
た

次
の
年
の
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
、
成
親
等
の
怨
霊
や
生
霊
が
顕
れ
る
こ
と
は
あ
る
程
度
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
場
面
は
こ
の

後
、
顕
れ
た
物
の
怪
を
鎮
め
る
た
め
の
慰
撫
行
事
に
移
り
、
大
赦
に
よ
る
鬼
界
島
の
流
人
た
ち
の
喜
び
と
悲
し
み
が
描
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
の
展
開
か
ら
す
る
と
、
こ
の
建
礼
門
院
御
産
記
事
の
中
心
は
、
鹿
谷
事
件
関
連
の
怨
霊
の
跳
梁
と
そ
の
鎮
魂
行
為
に
あ
っ

13 
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た
と
忠
わ
れ
る
。
こ
れ
は
建
礼
門
院
が
清
盛
の
娘
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
崇
穂
院
や
頼
長
の
怨
撃
を
鎮
め
る
た
め
の
沙
汰
は
何
も
見
あ
た
ら
な
い
。
怨
霊
の
顕
現
と
慰
撫
行
事
と
い
う
線
で
考
え
て
も
、
崇

徳
院
と
頼
長
の
出
現
は
あ
ま
り
に
も
唐
突
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
唐
突
さ
は
、
建
礼
門
院
の
御
産
の
場
に
、
安
産
を
妨
げ
る
た
め
に
、
成
親
と

西
光
の
怨
霊
だ
け
が
顕
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
山
間
部
徳
院
と
頼
長
の
怨
盤
は
、
鎮
魂
の
た
め
の
何
の
措
置
も
取
ら
れ
な
い
ま
ま
、
突

然
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
前
論
文
で
少
し
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
建
礼
門
院
の
御
産
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
に
、
後
白
河
院
が
験
者
の
役
を
つ
と
め
、
怨
霊
を
吋
調
伏
す
る
と
い
う
構
図
上
、
顕
れ
る
怨
撃
は
後
白
河
院
に
説
得
さ
れ
得
る
怨
霊
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
御
産
に
顕
れ
た
怨
撃
は
、
清
盛
に
恨
み
を
も
っ
て
い
る
と
と
も
、
後
白
河
院
の
「
朝
患
ニ
ヨ
リ
テ
、
人
ト
ナ
リ
シ
輩
」

に
限
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
帝
王
の
力
〉
に
よ
っ
て
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
崇
徳
続
の
怨
霊
は
、
も
と
も
と
こ
の
場
面
に

登
場
す
る
余
地
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

延
援
本
の
建
礼
門
技
の
懐
妊
と
出
産
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
怨
護
課
は
、
鬼
界
島
の
流
入
の
赦
免
と
後
白
河
院
の
験
者
ぷ
り
と
い
う
、
そ
れ
ぞ

れ
別
の
モ
チ
ー
フ
を
も
っ
全
く
別
個
の
話
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
二
つ
の
怨
霊
諸
に
整
合
性
を
求
め
る
こ
と
自
社
仲
が
無

理
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
延
慶
本
の
記
述
の
矛
盾
は
、
語
り
系
諾
本
で
は
見
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
最
初
に
顕
れ
た
怨
霊

の
顔
ぶ
れ
は
延
慶
一
本
と
同
じ
で
あ
る
が
、
崇
徳
院
と
頼
一
長
の
怨
霊
に
も
慰
撫
行
事
が
行
わ
れ
た
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
語
り
系
諸
本
で
は
、
治
承
元
年
の
出
来
事
で
あ
る
追
号
と
贈
官
贈
位
が
一
年
繰
り
下
げ
ら
れ
て
、
建
礼
門
院
の
着
帯
後
、
怨
霊
の
跳
梁
を
鎮

め
る
た
め
に
清
盛
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
処
震
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
語
り
系
は
鬼
界
島
の
流
入
の
「
赦
文
」
よ
り
も
先
に
崇
徳
続
怨
霊
の

慰
撫
行
事
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
追
号
や
贈
宮
婚
位
に
因
ん
で
、
怨
霊
の
怖
ろ
し
さ
が
崇
道
天
皇
や
元
方
の
例
を
通
し
て
改
め
て
確
認
さ

れ
て
い
る
。
山
由
不
徳
続
と
頼
長
の
怨
霊
の
鎮
魂
に
引
き
続
き
、
鬼
界
島
の
流
入
の
赦
免
が
一
語
ら
れ
て
い
る
語
り
系
諸
本
で
は
、
怨
霊
の
跳
梁
と
鎮

魂
と
い
う
一
本
線
で
貰
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
語
り
系
諸
本
の
記
事
に
見
ら
れ
る
物
語
の
整
合
性
・
合
理
性
と
と
も
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
崇
徳
院
や
頼
長
の

怨
霊
が
地
の
怨
霊
と
同
じ
く
清
盛
に
怨
念
を
も
っ
て
建
札
門
院
を
悩
ま
す
た
め
に
顕
れ
た
と
い
う
物
語
の
文
献
で
あ
る
。
清
盛
に
よ
る
慰
撫
行

事
が
行
わ
れ
る
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
場
合
、
崇
徳
院
怨
霊
と
対
峠
し
て
い
る
の
は
、
後
白
河
院
で
は
な
く
清
盛
で
あ
る
。
そ
し
て
崇
徳

院
の
怨
霊
の
霊
威
も
縮
小
さ
れ
、
清
盛
の
追
号
に
よ
っ
て
簡
単
に
鎮
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
語
り
系
諸
本
に
お
け
る
崇
徳

院
怨
霊
は
、
「
平
家
物
語
」
の
構
想
に
か
か
わ
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
脇
役
的
存
在
に
な
り
下
が
っ
て
い
る
。
平
家
一
門
に
焦
点
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を
当
て
て
諮
る
語
り
系
「
平
家
物
語
」
の
文
学
性
を
考
え
る
と
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
追
号
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鎮

ま
る
こ
と
な
く
跳
梁
し
、
様
々
な
世
の
乱
れ
を
引
き
起
こ
す
延
慶
本
の
崇
徳
院
怨
霊
と
決
定
的
に
遣
う
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

問」ー"

/¥. 

お
わ
り

15 

崇
徳
院
怨
霊
は
安
一
冗
と
い
う
不
安
に
満
ち
た
時
代
を
背
景
に
生
ま
れ
た
言
説
で
あ
る
。
山
宗
徳
院
ゆ
か
り
の
人
々
に
よ
っ
て
復
権
の
た
め
強
調

さ
れ
は
じ
め
た
崇
徳
院
怨
霊
の
鎮
魂
は
、
安
元
三
年
の
追
号
ま
で
た
ど
り
着
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
治
承
寿
、
永
の
内
乱
と
い
う
言
葉
が
示

す
よ
う
に
、
時
代
は
ま
す
ま
す
混
乱
の
渦
巻
き
の
な
か
に
入
っ
て
い
く
。
そ
の
反
映
と
し
て
崇
徳
院
怨
霊
を
畏
怖
す
る
記
事
が
治
承
寿
永
年
間

の
公
郷
日
記
に
数
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
百
錬
抄
」
の
「
天
下
不
静
。
依
有
彼
怨
霊
也
」
に
代
表
さ
れ
る
乱
壁
を
紡
ぎ
出
す
元
凶
と

し
て
の
崇
徳
院
怨
霊
が
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
公
郷
田
記
に
見
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
記
事
は
ま
だ
断
片
的
で
、
人
に
よ
っ

て
見
解
が
遣
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
こ
か
ら
乱
世
の
実
相
に
お
い
て
崇
徳
院
怨
霊
が
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
追
求
す
る
こ
と
は
難

し
い
。一

方
、
定
郎
元
物
語
」
と
吋
一
千
家
物
語
」
は
、
こ
の
断
片
を
結
び
つ
け
る
よ
う
に
崇
徳
院
怨
霊
の
物
語
を
つ
む
い
で
い
く
。
そ
の
際
、
核
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
日
本
国
ヲ
滅
ス
大
魔
縁
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
二
つ
の
物
語
に
あ
る
崇
徳
院
怨
霊
諒
は
、
崇
徳
院

が
恨
み
を
も
ち
、
「
大
魔
縁
」
に
な
る
過
程
だ
け
で
は
な
く
、
崇
徳
院
怨
霊
が
如
何
な
る
方
法
で
「
日
本
国
ヲ
滅
」
ぼ
そ
う
と
し
た
の
か
も
語

ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
後
者
の
場
合
、
崇
徳
院
怨
霊
の
代
理
役
と
し
て
自
ら
の
手
で
乱
世
を
招
く
重
要
人
物
と
し
て
浮
上
し
た
の
が
平
清
盛
で

あ
る
。
吋
保
元
物
語
い
の
場
合
、
前
者
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
後
者
は
付
随
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
延
慶
本

吋
平
家
物
語
い
は
清
盛
の
悪
行
と
い
う
文
脈
と
か
か
わ
っ
て
、
む
し
ろ
後
者
の
描
写
に
力
が
入
っ
て
い
る
。
「
平
家
物
語
』
に
お
い
て
清
盛
と

崇
徳
院
怨
霊
の
結
び
つ
き
の
緊
密
さ
は
、
清
盛
の
死
去
後
相
次
ぐ
戦
乱
に
見
ま
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
崇
徳
院
怨
霊
の
跳
梁
が
以
後
「
平

家
物
語
い
の
中
か
ら
見
え
な
く
な
っ
た
か
ら
も
窺
え
る
。
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
二
つ
の
物
語
に
共
通
す
る
清
盛
と
崇
徳
院
怨
霊
の
関
係
の
強

調
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
公
郷
呂
記
の
断
片
的
な
-
記
事
が
吋
平
家
物
語
」
や
『
保
元
物
語
」
の
よ
う
な
物
語
に
結
実
す
る
際
起
こ
っ
た
変
化
、

す
な
わ
ち
物
語
の
意
図
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
語
り
系
諸
本
に
な
る
と
、
照
時
代
の
息
吹
を
伝
え
る
崇
徳
院
怨
霊
の
国
家
と
対
峠
す
る
が
ご
と
き
〈
力
〉
は
も
は
や
見
い
だ
せ
な
く
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な
る
。
つ
ま
り
、
清
盛
の
身
を
措
り
て
後
白
河
院
政
を
脅
か
す
、
〈
怨
霊
〉
の
枠
を
超
え
る
存
在
と
し
て
の
崇
徳
院
怨
霊
像
は
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。
代
わ
り
に
、
清
盛
と
の
結
び
つ
き
だ
け
が
残
り
、
清
盛
に
捜
み
を
も
っ
た
王
朝
的
怨
霊
に
な
り
下
が
っ
て
い
る
。
語
り
系
諸
本
に
み

ら
れ
る
崇
徳
院
怨
霊
の
矯
小
化
は
、
建
礼
門
院
を
悩
ま
し
た
他
の
怨
霊
た
ち
と
間
じ
く
、
清
盛
の
慰
撫
行
事
に
よ
っ
て
簡
単
に
鎮
ま
っ
て
し
ま

う
こ
と
か
ら
も
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
平
家
物
語
い
に
お
け
る
崇
徳
院
怨
霊
の
霊
威
は
縮
小
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
と
は
加
に
、
崇

徳
続
が
金
の
翼
を
も
っ
た
「
大
天
狗
」
と
し
て
吋
太
平
記
い
に
復
活
し
、
〈
天
狗
〉
ら
を
率
い
て
ま
た
し
も
乱
世
を
紡
ぎ
出
す
存
在
と
し
て
中

世
を
通
し
て
生
き
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
の
天
狗
と
し
て
の
崇
徳
続
は
、
廷
慶
本
の
崇
徳
院
怨
霊
の
新

し
い
姿
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

注本
文
中
に
引
用
し
た
「
平
家
物
語
い
の
テ
キ
ス
ト
は
、
話
器
胤
本
平
家
物
語
」
(
北
原
保
雄

(1)
山
内
益
次
郎
「
今
鏡
の
田
川
辺
」
(
和
泉
普
段
、
一
九
九
三
)
二
頁
。

(2)
植
木
朝
子
「
梁
鑑
秘
抄
問

O
五
番
歌
私
見
」
(
「
間
文
い
七
回
、
一
九
九
一
年
一
丹
)
間

0
1
四
一
頁
。

(3)
山
内
益
次
郎
、
前
掲
醤
、
七
頁
。
氏
の
「
地
方
的
伝
承
は
、
類
な
い
一
品
設
な
院
が
こ
の
よ
う
な
辺
地
に
在
住
さ
れ
た
事
に
あ
る
い
は
畏
敬
し
、
あ
る
い
は
同
情
し
て

賞
種
流
離
談
を
育
て
あ
げ
た
」
と
い
う
指
摘
は
、
崇
徳
院
説
話
の
怨
霊
関
以
外
の
発
展
性
を
考
え
る
際
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

(
4
)
山
田
雄
司
「
崇
徳
院
怨
識
の
研
究
」
(
忠
文
関
出
版
、
二

O
O
二
七
六
頁
。

(5)
海
野
泰
男
「
今
鏡
全
釈
上
」
(
福
武
書
底
、
一
九
八
二
)
、
三
七
四
頁
。

(6)
多
加
凶
辺
示
日
傘
「
今
鏡
試
論
」
(
「
史
学
雑
誌
」
八
一
一
一
e
l
l
l

一
一
、
一
九
七
四
年
二
月
)
時
員
。

(
7
)
山
田
雄
司
、
前
掲
響
、
七
三
頁
。

(8)
原
水
民
樹
「
崇
徳
院
の
復
権
」
(
「
盟
削
却
す
院
雑
誌
」
一
九
八
六
年
八
月
)
三
八

l
四
二
頁
。

(9)
安
元
三
年
五
月
十
七
日
に
讃
岐
院
に
回
附
し
て
は
五
ヶ
条
、
頼
長
に
関
し
て
は
酉
ヶ
条
の
鎮
斎
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
予
定
で
は
五
丹
十
八
日
挙
行
の
は
ず
で
あ
っ

た
が
、
「
日
次
不
挟
之
間
遅
々
」
と
い
っ
た
事
情
や
最
終
的
な
案
の
練
り
直
し
を
経
て
、
結
局
七
月
二
十
九
日
の
実
施
へ
と
た
ど
り
着
い
た
(
原
水
民
樹
、
前
掲
書
、

四
一
翼
)
。

(
印
)
間
見
正
雄
・
赤
松
健
雄
「
思
管
抄
」
〈
日
本
古
典
文
学
大
系
〉
(
岩
波
議
庄
、
一
九
七
こ
二
四
六
頁
。

(
日
)
主
ぃ
一
葉
い
安
一
克
三
年
七
月
二
九
日
条
。

(
ロ
)
た
と
え
怨
讃
と
い
っ
て
も
す
ば
ら
し
い
人
格
の
持
ち
主
に
は
紫
り
が
た
い
と
信
じ
ら
れ
た
例
は
、
「
大
鏡
」
の
道
長
や
「
態
管
抄
〕
の
忠
通
評
に
み
え
る
。

小
出
栄
一
綱
、
勉
誠
社
、

一
九
九
O
)
に
拠
っ
た
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(
日
)
栃
木
孝
惟
・
日
下
力
・
益
田
宗
・
久
保
田
淳
「
保
元
物
語
平
治
物
語
承
久
記
」
〈
新
司
本
古
典
文
学
大
系
〉
(
岩
波
書

J

活
、
一
九
九
八
)
二
二
回
i
一
三
五
頁
。

(M)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
白
崎
祥
一
は
、
辺
保
元
物
語
〕
の
一
考
察
i
讃
岐
院
記
事
を
め
ぐ
っ
て
i
」
(
吋
古
典
遺
産
」
一
九
七
七
年
七
月
)
の
な
か
で
、
長
門
本
の
過
失

で
あ
る
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
原
水
民
樹
は
、
長
門
本
の
矛
活
こ
そ
、
夢
想
諦
が
本
来
臨
問
事
件
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
証
拠
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
(
「
清
盛
の
悪
行
に
か
か
わ
る
夢
想
諦
」
(
「
徳
島
大
学
学
芸
紀
要
」
三

O
号
、
一
九
八
三
年
三
月
)
)
。

(
日
)
原
水
民
樹
、
前
掲
響
、
由
貿
。

(
同
)
前
掲
書
、
一
一
二
三
頁
。

(
口
)
崇
徳
続
於
讃
岐
、
御
自
筆
以
血
令
書
五
部
大
乗
経
給
、
件
絞
奥
、
非
理
世
後
世
料
、
可
滅
亡
天
下
之
趣
、
被
注
置
、
件
経
博
在
元
性
法
印
許
、
依
被
申
此
旨
(
「
吉

記
い
寿
永
二
年
七
月
十
六
日
)
。

(
日
)
延
鹿
本
で
は
、
治
承
三
年
ク
ー
デ
タ
ー
以
後
、
崇
徳
院
の
怨
霊
が
語
ら
れ
る
の
は
、
「
皇
嘉
門
院
崩
御
率
」
(
第
三
本
)
、
寿
永
三
年
四
月
十
五
日
の
崇
徳
続
・
頼
長

廟
遷
宮
を
書
い
た
「
崇
徳
院
ヲ
神
ト
崇
奉
ル
事
」
(
第
五
末
)
ぐ
ら
い
し
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
は
、
皇
嘉
門
院
の
崇
徳
院
の
為
の
追
善
供
養
や
往
生
を
思
わ

せ
る
よ
う
な
最
後
、
厳
か
に
行
わ
れ
た
遷
宮
の
様
式
な
ど
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
怨
霊
と
し
て
跳
梁
な
ど
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

(
印
)
白
崎
祥
一
「
保
元
物
語
に
お
け
る
崇
徳
院
の
形
象
化

i
怨
霊
叙
述
を
中
心
に

i
」
(
「
中
世
文
学
資
料
と
論
考
」
(
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
)
一
六
八
頁

3

(
却
)
武
久
堅
「
平
家
物
語
、
そ
の
変
身
i
後
白
河
院
「
伝
奇
」
と
「
住
吉
大
鳴
神
」
を
中
心
に
|
」
(
吋
軍
記
と
語
り
物
」
一
一
一
一
号
、
一
九
九
五
年
三
月
)
一

O
頁
。
そ
し

て
、
延
麗
本
に
お
い
て
天
魔
(
天
狗
)
、
後
白
河
院
、
崇
徳
院
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
前
天
狗
問
答
や
蓮
如
の
夢
の
分
析
を
通
し
て
論
じ
た
事
が
あ
る
。

(
訂
)
拙
稿
「
後
白
河
院
と
天
狗
|
延
慶
本
君
子
家
物
語
」
に
お
け
る
天
施
、
魔
縁
、
天
狗
を
中
心
に
|
」
(
「
自
本
語
と
日
本
文
学
同
三
題
、
ニ

O
O
二
年
二
月
掲
載
予
定
)
。

(
泣
)
拙
稿
「
延
鹿
本
軍
1

家
物
語
」
の
成
親
説
話
考
(
上

)
l怨
霊
静
を
中
心
に
|
」
(
「
日
本
語
と

E
本
文
学
」
一
二
一
号
、
ニ

0
0
0年
八
月
)
。
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