
後
自
河
院
と
天
狗

1
延
慶
本
『
平
家
物
語
』

に
お
け
る
天
魔
、
魔
縁
、

天
狗
を
中
心
に

ト布

恩
　
姫

は
じ
め
に

　
後
自
河
院
は
、
今
様
の
よ
う
な
芸
能
ば
か
り
で
は
な
く
、
宗
教
の
世
界

に
も
か
な
り
傾
倒
し
て
い
た
。
数
々
の
寺
杜
詣
で
や
仏
事
法
会
な
ど
を
と

お
し
て
、
即
身
成
仏
・
極
楽
往
生
を
願
っ
た
後
自
河
院
に
は
、
不
思
議
に

も
天
狗
と
の
結
び
つ
き
が
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
比
良
山
古
人
霊

託
』
で
、
後
自
河
院
は
成
仏
す
る
の
で
は
な
く
、
崇
徳
院
と
同
じ
く
天
狗

道
に
堕
ち
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
天
狗
と
し
て
名
高
い
崇
徳
院
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

も
後
自
河
院
の
方
が
天
狗
界
に
お
い
て
の
威
勢
が
強
い
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
後
自
河
院
と
天
狗
と
の
結
び
つ
き
を
見
せ
て
い
る
有
名
な
逸
話
に
、

源
頼
朝
の
「
日
本
国
第
一
之
犬
天
狗
」
の
発
言
が
あ
る
。
高
階
泰
経
へ
の

手
紙
の
な
か
の
一
節
で
、
行
家
・
義
経
に
頼
朝
追
討
院
宣
を
出
し
た
院
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
）

行
為
に
対
す
る
非
難
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
延
慶
本
『
平

家
物
語
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
、
住
吉
大
明
神
と
後
自
河
院
が
交
わ

し
た
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
天
狗
問
答
が
存
在
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
後
自
河
院
と
天
狗
と
の
密
接
な
関
わ
り
を
語
る
言
説
は
、

後
白
河
院
の
生
前
や
死
の
直
後
な
ど
、
比
較
的
に
早
い
段
階
に
見
ら
れ
る
。

後
自
河
院
は
、
仏
遣
修
行
に
励
み
数
多
い
善
根
を
積
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
犬
天
狗
と
言
わ
れ
た
り
、
天
狗
遺
に
堕
ち
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
乖
離
を
理
解
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
延
慶
本

『
平
家
物
語
』
の
天
狗
間
答
を
中
心
に
後
自
河
院
と
天
狗
に
つ
い
て
考
察

し
た
い
と
思
う
。
そ
の
際
注
目
し
た
い
の
は
、
物
語
の
な
か
で
天
狗
は
ど

う
い
う
性
格
の
持
ち
主
と
し
て
登
場
し
、
ど
の
よ
う
な
役
柄
を
演
じ
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
天
狗
は
灌
頂
を
妨
げ
た

り
、
様
々
な
障
害
を
も
た
ら
す
が
、
延
慶
本
に
お
い
て
そ
れ
は
結
局
後
自

河
院
の
帝
王
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
を
導
く
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
延
慶
本
は
天
狗
を
媒
介
し
て
い
か
な
る
帝
王
像
を
後
自
河
院
に

求
め
て
い
る
の
か
、
ま
た
天
狗
と
後
自
河
院
を
と
り
ま
く
同
時
代
の
言
説

が
、
延
慶
本
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
投
影
さ
れ
、
再
構
築
さ
れ
て
い
る
の

か
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
院
政
期
の
天
狗
は
個
性
的
な
悪
霊
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
が
、

そ
の
働
き
に
お
い
て
は
、
ま
だ
天
魔
と
の
区
別
が
明
確
で
は
な
く
、
修
行

を
妨
げ
る
、
不
可
思
議
な
事
を
す
る
と
い
っ
た
側
面
で
し
ば
し
ば
混
同
さ

れ
て
い
た
。
延
慶
本
の
な
か
で
も
、
天
狗
と
天
魔
が
同
時
的
に
使
わ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
延
慶
本
の
な
か
で
天
狗
と
後
自
河
院
の
関
係
に
つ
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い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
範
囲
を
広
げ
て
天
魔
に
つ
い
て
も
考
察

す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
天
魔
と
後
自
河
院
が
登
場
す
る
有
名
な
逸
語

に
い
わ
ゆ
る
蓮
如
の
夢
が
あ
る
。
こ
の
夢
話
に
登
場
す
る
清
盛
と
後
自
河

院
、
そ
し
て
崇
徳
院
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
て
、
延
慶
本
の
天
狗
と
後
自

河
院
に
関
す
る
立
体
的
な
解
釈
を
試
み
た
い
と
思
う
。

二
法
皇
御
灌
頂
事

（
1
）
－
反
仏
法
的
存
在
と
し
て
の
天
狗
－

　
天
狗
問
答
は
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
で
は
「
法
皇
御
灌
頂
事
」
の
な

か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
延
慶
本
第
二
本
の
始
め
の
と
7
」
ろ
を
飾
っ
て
い

る
こ
の
記
事
は
、
灌
頂
を
め
ぐ
る
後
自
河
院
と
山
門
の
も
め
事
が
主
に
叙

述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
犬
き
く
分
け
て
、
山
門
と
後
自
河
院
と
の

対
立
と
院
の
灌
頂
放
棄
、
住
音
大
明
神
と
の
天
狗
問
答
、
四
天
王
寺
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
一

灌
頂
、
そ
し
て
道
宣
律
師
説
話
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
灌
頂
を
め
ぐ
る

後
自
河
院
と
山
門
と
の
不
和
は
、
記
事
の
位
置
や
時
間
的
背
景
は
違
う
が
、

語
り
系
諸
本
に
も
み
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
考
察
し
よ
う
と
す
る

天
狗
間
答
は
、
延
慶
本
と
盛
衰
記
に
し
か
み
え
な
い
記
事
で
あ
る
。
天
狗

と
い
う
存
在
に
つ
い
て
ま
と
も
に
論
じ
て
い
る
天
狗
間
答
は
、
そ
の
分
延

慶
本
の
な
か
で
の
落
ち
つ
き
が
悪
く
、
浮
い
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
強

い
。
そ
し
て
天
狗
間
答
と
ほ
ぽ
同
じ
内
容
を
も
っ
て
い
る
『
天
狗
物
語
』

　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

と
い
う
独
立
し
た
物
語
の
存
在
も
そ
の
よ
う
な
印
象
を
一
層
強
く
し
て
い

る
。　

天
狗
問
答
を
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
諸
本
に
お
い
て
後
自
河
院
の
灌
頂

を
め
ぐ
る
騒
動
が
ど
の
よ
う
な
位
相
で
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て

お
7
」
う
。
天
狗
が
登
場
し
な
い
諸
本
で
は
、
灌
頂
を
め
ぐ
る
騒
動
を
ご
く

簡
単
に
骨
子
だ
け
叙
述
し
て
い
る
。
主
に
園
城
寺
で
の
灌
頂
に
対
す
る
山

門
の
憤
り
が
前
景
化
さ
れ
て
お
り
、
後
自
河
院
は
ほ
と
ん
ど
焦
点
化
さ
れ

て
い
な
い
。
つ
ま
り
山
門
と
後
自
河
院
と
の
対
立
と
い
う
よ
り
、
山
門
の

一
方
的
な
横
暴
に
近
い
描
写
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
特
に
語
り
系
諸

本
の
場
含
、
引
き
続
き
山
門
内
部
の
堂
衆
と
学
生
の
合
戦
が
語
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
山
門
に
お
い
て
の
仏
法
の
衰
頽
と
し
て
の
側
面
が
浮
き
彫

り
さ
れ
て
い
る
。
灌
頂
を
め
ぐ
る
横
暴
、
山
門
内
部
の
分
裂
を
描
い
て
い

る
「
山
門
減
亡
」
の
段
に
つ
い
て
冨
倉
徳
次
郎
は
、
「
座
主
被
流
」
の
結

び
に
あ
た
り
、
叡
山
の
仏
法
の
衰
頽
、
そ
し
て
王
法
・
仏
法
の
壊
滅
の
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
£

機
と
も
い
え
る
治
承
の
社
会
相
を
描
出
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
語
り

系
諸
本
で
は
、
自
山
事
件
後
の
山
門
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
横
暴
の
一
例

と
し
て
、
灌
頂
を
め
ぐ
る
も
め
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

王
法
を
支
え
る
は
ず
の
山
門
が
、
治
天
の
君
た
る
後
自
河
院
の
意
向
に
背

き
、
し
か
も
園
城
寺
を
焼
き
払
う
と
公
言
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
仏
法
の

衰
頽
の
象
徴
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
山
門
の
横
暴
に
焦
点
を
お
く
語
り
系
諸
本
の
姿
勢
と
は
異
な
っ

て
、
延
慶
本
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
後
自
河
院
と
こ
の
事
件
と
の
関
わ

り
に
む
し
ろ
力
を
入
れ
て
描
写
し
て
い
る
。
住
吉
大
明
神
と
の
天
狗
間
答

を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
を
山
門
の
仏
法
の
衰
頽
に
縮
小
せ
ず
、

も
っ
と
多
角
的
な
解
釈
を
促
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
延
慶
本

や
盛
衰
記
は
、
山
門
の
行
為
の
描
写
に
始
終
せ
ず
、
そ
こ
か
ら
一
歩
踏
み

出
し
、
そ
の
原
因
や
対
応
策
、
後
自
河
院
の
心
の
間
題
に
焦
点
を
移
動
さ

せ
て
ゆ
く
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
院
の
灌
頂
を
妨
げ
た
の
は
、
山
門
の
大
衆

の
抗
議
で
あ
る
。
し
か
し
延
慶
本
や
盛
衰
記
は
、
山
門
の
横
暴
の
背
後
に

あ
る
目
に
見
え
な
い
存
在
、
す
な
わ
ち
天
狗
の
活
動
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
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を
当
て
て
、
山
門
の
横
暴
を
別
の
角
度
で
叙
述
し
て
い
る
。
天
狗
間
答
に

よ
っ
て
、
現
実
の
事
件
は
目
に
見
え
な
い
〈
冥
〉
の
力
と
交
流
し
、
ま
っ

た
く
別
の
意
味
合
い
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
延
慶
本
の
灌
頂
記
事
を
具
体
的
に
分
析
し
て
み
よ
う
。
後
自
河

院
は
公
顕
僧
正
を
師
範
と
し
て
園
城
寺
で
灌
項
を
受
け
よ
う
と
す
る
が
、

山
門
の
大
衆
は
、
「
昔
ヨ
リ
シ
テ
今
二
至
ル
マ
デ
、
御
灌
頂
、
御
受
戒
ハ

皆
我
山
ニ
テ
遂
サ
セ
オ
ワ
シ
マ
ス
事
、
既
二
先
規
也
」
と
反
発
し
、
も
し

園
城
寺
で
灌
頂
が
な
さ
れ
る
場
合
、
園
城
寺
を
焼
き
払
う
と
余
議
す
る
。

そ
の
た
め
に
後
自
河
院
は
仕
方
な
く
灌
頂
を
諦
め
て
、
山
門
に
恨
み
を

も
っ
た
ま
ま
年
月
を
過
ご
す
の
だ
が
、
晩
春
の
あ
る
日
、
住
吉
大
明
神
が

現
れ
、
次
の
よ
う
に
告
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

今
度
山
門
ノ
犬
衆
、
邪
風
コ
ト
ニ
甚
シ
ク
、
震
襟
ヲ
悩
シ
マ
ヒ
ラ
セ

候
シ
条
、
存
外
次
第
ニ
テ
候
。
但
シ
ム
ツ
ゴ
・
ロ
ニ
テ
ハ
候
ハ
ザ
リ

ツ
ル
也
。
日
本
ノ
天
魔
ア
ツ
マ
リ
テ
山
ノ
大
衆
二
入
カ
ワ
リ
テ
、
公

ノ
御
灌
頂
ヲ
打
留
メ
マ
ヒ
ラ
セ
候
処
也
。
サ
レ
バ
、
犬
衆
ノ
禍
ヲ
バ

御
免
有
ベ
キ
事
ニ
テ
候
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
一
二
頁
）

　
住
吉
大
明
神
は
、
院
の
灌
項
を
妨
げ
た
の
は
、
山
門
の
大
衆
で
は
あ
る

が
、
た
だ
し
「
ム
ツ
ゴ
・
口
」
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
は
日
本
の
「
天

魔
」
が
大
衆
に
入
れ
替
わ
っ
た
事
情
が
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で

ま
ず
「
天
魔
」
と
い
う
存
在
に
注
目
し
よ
う
。
天
魔
は
仏
教
語
で
、
仏
道

を
妨
げ
る
悪
魔
の
こ
と
を
い
う
。
天
魔
は
「
天
に
住
む
魔
」
と
い
う
意
味

か
ら
来
て
い
る
が
、
こ
こ
で
「
魔
」
（
マ
ー
ラ
）
は
、
「
誘
惑
者
」
と
か

「
修
行
の
妨
げ
を
す
る
」
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
第
六
天
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
一

化
自
在
天
に
住
む
魔
王
や
そ
の
脊
属
の
一
」
と
を
天
魔
と
い
う
。
天
魔
は
反

仏
法
的
な
働
き
を
す
る
が
、
あ
く
ま
で
も
経
典
に
あ
る
仏
教
の
範
蠕
内
の

存
在
で
あ
る
。
引
用
は
、
灌
頂
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
後
自
河
院
の
一
途
な

心
や
灌
頂
前
の
勤
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
灌
頂
を
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
理

由
と
し
て
、
山
門
の
妨
害
行
為
と
は
別
の
原
因
、
す
な
わ
ち
天
魔
の
妨
げ

を
挙
げ
て
い
る
。
山
門
の
抗
議
は
、
院
の
灌
項
を
妨
げ
た
直
接
的
な
原
因

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
〈
顕
〉
に
お
い
て
の
解
釈
で
あ
り
、
本

当
は
そ
の
背
後
に
天
魔
と
い
う
霊
的
存
在
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
い
う

プ
」
と
で
あ
る
。

　
院
の
灌
頂
を
妨
げ
た
の
が
、
山
門
の
大
衆
で
は
な
く
、
天
魔
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
対
策
も
当
然
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
「
大
衆
ノ
禍
ヲ
バ
御

免
有
ベ
キ
事
ニ
テ
候
也
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
山
門
の
犬
衆
は
も
は
や

処
罰
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
王
法
の
力
を
も
っ
て

関
係
者
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
正
し
い
解
決
法
で
は
な
く
な
る
。
住
吉
大

明
神
に
出
会
う
前
に
、
後
自
河
院
は
山
門
の
態
度
に
激
怒
し
な
が
ら
も
、

彼
ら
の
処
罰
に
戸
惑
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
後
自
河
院
は
天
台
座
主
を
流

罪
に
し
、
犬
衆
を
逮
捕
禁
獄
し
よ
う
と
思
う
一
方
、
い
く
ら
愚
痴
で
邪
悪

で
あ
っ
て
も
、
僧
を
処
罰
す
る
こ
と
は
白
分
の
罪
業
に
な
り
か
ね
な
い
と

い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
山
門
の
横
暴
を
天
魔

に
よ
る
仕
業
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
自
河
院
が
山
門
の
犬
衆

を
処
罰
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
。
王
法
の
担
い
手
と
仏
法
の
担
い
手
の

対
立
・
葛
藤
の
よ
う
に
み
え
た
騒
動
は
、
天
魔
の
登
場
に
よ
っ
て
〈
顕
〉

と
は
別
の
〈
冥
〉
の
問
題
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
住
吉
犬
明
神
と
後
自
河
院
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
「
天
魔
」
に
つ
い
て
の

様
々
な
問
答
を
行
う
。
山
門
の
横
暴
が
天
魔
に
よ
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
い
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か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
天
魔
が
集
ま
っ
て
来
た
の
か
が
、
次
の
疑
間
に
な

る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
甲
」
で
住
吉
大
明
神
が
天
魔
が
集
ま
っ
て
き
た

理
由
と
し
て
提
示
し
た
の
は
、
後
自
河
院
の
「
騒
慢
」
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
灌
頂
を
受
け
る
に
際
し
て
後
自
河
院
は
、
「
入
壇
灌
頂
シ
テ
、
金
剛
不

壊
ノ
光
ヲ
放
テ
、
大
日
遍
照
ノ
位
ニ
ノ
ボ
ラ
ム
事
、
明
徳
ノ
中
ニ
モ
マ
レ

ナ
ル
ベ
シ
。
天
子
帝
王
ノ
中
ニ
モ
、
我
ゾ
ス
グ
レ
タ
ル
ラ
ム
」
と
い
う
大

騒
慢
を
抱
い
た
の
で
、
「
大
天
狗
共
多
ク
ア
ツ
マ
リ
テ
、
御
灌
頂
ノ
空
シ
ク
」

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
院
の
灌
頂
を
妨
げ
た
の
は
、
山
門

の
大
衆
で
は
な
く
、
い
か
な
る
智
者
や
真
言
師
に
も
勝
り
た
い
と
い
う
院

の
増
上
慢
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
院
の
灌
頂
は
、

山
門
の
横
暴
と
い
う
外
部
か
ら
の
障
碍
一
逆
魔
一
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た

の
で
は
な
く
、
院
の
騒
慢
な
心
に
よ
る
障
碍
一
順
魔
）
に
よ
っ
て
成
就
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
甲
」
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
灌
頂
を
め
ぐ
る
騒
動
の

す
べ
て
の
原
因
を
後
自
河
院
の
心
に
収
飲
し
て
い
る
こ
と
は
、
延
慶
本
が

語
り
系
諸
本
の
灌
頂
記
事
と
確
然
と
差
異
を
み
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
住
吉
犬
明
神
と
後
自
河
院
が
交
わ
し
た
問
答
は
、
一
般
的

に
天
狗
間
答
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
延
慶
本
と
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
の

本
文
を
も
っ
て
い
る
独
立
し
た
物
語
の
名
前
も
『
天
狗
物
語
』
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
天
魔
で
は
な
く
天
狗
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
住
吉
大
明
神
の
説
明
に
よ
る
と
、
天
魔
に
は
三

つ
の
種
類
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
天
魔
、
破
旬
、
魔
縁
が
そ
れ
で
あ
る
。
一

番
目
の
天
魔
は
、
学
生
や
智
者
の
な
か
で
騒
慢
で
無
道
心
の
人
が
死
ん
で

な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
二
番
目
の
破
旬
は
、
天
狗
と
し
て
の
業
が
終

わ
っ
た
後
、
人
身
を
受
け
る
た
め
に
山
や
谷
で
入
定
し
て
い
る
時
を
指
す
。

ま
た
三
番
目
の
魔
縁
は
、
騒
慢
で
無
遺
心
の
人
が
ま
だ
生
き
て
い
る
時
、

彼
の
騒
慢
な
心
が
縁
に
な
っ
て
天
魔
が
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
後
自
河

院
の
場
合
は
こ
れ
に
当
た
る
。

其
ノ
形
類
ハ
狗
、
身
ハ
人
ニ
テ
、
左
右
ノ
手
二
羽
生
タ
リ
。
前
後
百

才
ノ
事
ヲ
悟
通
カ
ア
リ
。
虚
空
ヲ
飛
事
、
隼
ノ
ゴ
ト
シ
。
仏
法
者
ナ

ル
ガ
故
二
地
獄
ニ
ハ
ヲ
チ
ズ
。
無
遺
心
ナ
ル
ガ
故
二
往
生
ヲ
モ
セ
ズ
。

僑
慢
卜
申
ハ
、
人
ニ
マ
サ
ラ
バ
ヤ
ト
思
フ
心
也
。
無
遺
心
ト
申
ハ
、

愚
凝
ノ
闇
二
迷
タ
ル
者
二
、
智
恵
ノ
燈
ヲ
サ
ヅ
ケ
バ
ヤ
ト
モ
思
ワ

ズ
、
ア
マ
一
ツ
一
サ
ヘ
念
仏
申
者
ヲ
妨
ゲ
テ
、
潮
リ
ナ
ム
ド
ス
ル
者
、

必
ズ
死
レ
バ
天
狗
遣
二
堕
ト
云
ヘ
リ
。
　
　
一
二
二
一
二
－
二
二
四
頁
）

　
引
用
は
一
番
目
の
「
天
魔
」
に
関
す
る
住
吉
大
明
神
の
説
明
で
あ
る
。

「
天
魔
」
の
特
徴
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
み
て
み
る
と
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
天
狗
の
特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
後
百
年
の
こ
と
を
悟

る
通
力
や
空
を
飛
行
す
る
こ
と
、
犬
に
似
た
顔
に
人
間
の
体
と
い
う
組
み

含
わ
せ
な
ど
も
、
天
狗
の
典
型
的
な
特
徴
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
狗
間
答
の

な
か
の
「
天
魔
」
と
い
う
言
葉
が
さ
し
て
い
る
意
味
内
容
は
、
経
典
に
み

え
る
仏
法
を
妨
げ
る
抽
象
的
な
存
在
と
し
て
の
天
魔
で
は
な
い
。
む
し
ろ

霊
山
に
住
み
、
固
有
の
相
貌
と
生
活
ス
タ
イ
ル
を
も
ち
、
悪
魔
的
働
き
を

し
て
い
た
と
さ
れ
る
当
時
の
天
狗
に
近
い
存
在
だ
と
い
え
る
。
実
際
、
問

答
の
な
か
で
は
、
い
つ
の
間
に
か
天
魔
の
代
わ
り
に
天
狗
と
い
う
言
葉
が

頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
引
用
か
ら
も
天
魔
と
天
狗
が
混
同
さ
れ
、

同
義
語
的
に
使
わ
れ
て
い
る
一
」
と
が
窺
え
る
。

　
天
狗
と
い
う
言
葉
が
日
本
の
文
献
に
始
め
て
み
え
る
の
は
、
『
日
本
書
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紀
』
で
あ
る
。
養
老
四
年
、
受
法
師
が
流
星
を
天
狗
と
い
っ
た
用
例
が
一

番
早
い
が
、
受
法
師
の
発
言
に
中
国
の
天
狗
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ヱ

は
、
高
橋
昌
明
の
指
摘
ど
お
り
で
あ
る
。
物
語
に
も
山
中
の
怪
異
現
象
と

し
て
天
狗
の
名
前
が
み
え
る
が
、
天
狗
が
本
格
的
に
文
学
の
素
材
に
な
っ

た
の
は
、
や
は
り
『
今
昔
物
語
集
』
で
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
天
狗

謂
は
、
本
朝
仏
法
の
最
後
の
巻
で
あ
る
巻
二
〇
に
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
し
ば
し
ば
巻
二
七
（
本
朝
世
俗
）
に
乗
っ
て
い
る
「
霊
鬼
」
と

比
較
さ
れ
、
天
狗
が
も
っ
て
い
る
反
仏
法
性
の
象
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て

　
一
8
一

き
た
。
実
際
、
天
狗
は
山
伏
や
高
僧
、
霊
験
の
あ
る
僧
と
一
緒
に
登
場
す

る
こ
と
が
多
く
、
ヲ
」
れ
ら
の
僧
を
た
ぶ
ら
か
し
た
り
、
修
行
を
妨
げ
る
類

の
話
が
多
い
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
二
〇
に
は
、
天
狗
に
関
す
る
語
が

二
話
載
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
一
〇
語
は
僧
と
天
狗
が
ペ
ア
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
一
g
一

て
登
場
し
て
い
る
。
「
『
今
昔
物
語
』
に
登
場
す
る
天
狗
は
、
仏
教
の
異
端

者
、
修
法
の
妨
げ
と
な
る
魔
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
仏
・
法

師
・
僧
・
聖
な
ど
に
変
化
し
た
り
、
人
に
煙
く
存
在
で
あ
る
が
、
高
僧
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
）

高
貴
な
人
間
に
は
調
伏
さ
れ
て
し
ま
う
存
在
で
し
か
な
い
」
と
い
う
宮
本

袈
裟
雄
の
指
摘
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
天
狗
の
特
徴
の
正
鵠
を
射
て
い

る
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
天
狗
が
も
っ
て
い
る
反
仏
法
性
は
、
天
魔
と
も
共
通
す
る
も
の

で
あ
る
。
後
自
河
院
の
灌
項
を
妨
げ
た
天
狗
の
行
動
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ

う
な
特
性
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
と
ア
」
ろ
で
、
門
今
昔
物
語
集
』
の
生
き
生

き
と
し
た
個
性
に
あ
ふ
れ
る
天
狗
に
比
べ
る
と
、
灌
頂
記
事
の
天
狗
は
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
、
ま
だ
概
念
的
で
抽
象
的
な
感
じ
が
残
っ
て
い
る
と
い

え
る
。
そ
れ
は
、
天
狗
間
答
の
な
か
に
使
わ
れ
て
い
る
「
天
魔
」
と
い
う

言
葉
の
残
映
で
も
あ
り
、
ま
た
天
狗
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
後
自
河
院
の

心
の
方
に
天
狗
問
答
の
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
一
方
、

灌
項
記
事
の
な
か
の
天
狗
は
、
反
仏
法
性
と
い
う
共
通
点
を
も
っ
て
い
る

反
面
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
天
狗
と
は
異
な
る
も
う
一
つ
の
特
徴
を
も
っ

て
い
る
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
次
節
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

三
　
法
皇
御
灌
頂
事
（
2
）
1
反
王
法
的
な
存
在
と
し
て
の
天
狗
1

　
「
法
皇
御
灌
項
」
の
記
事
で
天
狗
は
、
天
魔
の
同
義
語
と
し
て
、
後
自

河
院
の
灌
頂
を
妨
げ
る
な
ど
、
反
仏
法
的
な
行
動
を
す
る
魔
物
と
し
て
登

場
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
延
慶
本
の
「
法
皇
御
灌
頂
」
記
事
の
な
か
に
は
、

仏
法
の
衰
頽
と
と
も
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
王
法
の
間
題
で
あ
る
。
灌
項
を
め
ぐ
る
山
門
と
の
葛
藤
は
、
や
や
も

す
れ
ば
宗
教
的
な
出
来
事
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る

が
、
そ
一
」
に
は
看
過
で
き
な
い
政
治
的
事
件
と
し
て
の
性
格
が
潜
ん
で
い

る
。
住
吉
犬
明
神
が
現
れ
、
後
自
河
院
の
改
心
を
促
す
本
当
の
目
的
は
、

ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
灌
項
と
い
う
仏
教
的
行
事
が
政
治
色
を
帯
び
た
事
件
と
し
て
展
開
さ
れ

た
理
由
は
、
次
の
二
つ
の
背
景
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
山
門
の

権
門
化
で
あ
る
。
当
時
の
大
寺
院
は
、
そ
の
経
済
力
を
背
景
に
、
強
訴
な

ど
の
実
力
行
使
を
と
お
し
て
、
一
つ
の
政
治
勢
力
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。

特
に
皇
室
や
摂
関
家
の
子
息
を
弟
子
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
権
威
も
以
前
よ
り
高
く
な
り
、
政
治
と
の
密
着
度
も
よ
り
高
く
な
っ

て
い
た
。
も
う
一
つ
は
、
後
白
河
院
の
場
合
、
〈
治
天
の
君
V
で
あ
る
と

い
う
立
場
上
、
灌
頂
は
個
人
の
仏
遺
成
就
の
次
元
を
趨
え
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
灌
頂
は
、
も
と
も
と
個
人
の
信
仰
の
証
で
あ
り
、
仏
法
へ
の
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帰
依
を
意
昧
す
る
。
し
か
し
院
の
灌
頂
は
、
王
法
・
仏
法
両
面
に
わ
た
っ

て
支
配
す
る
文
字
ど
お
り
の
〈
治
天
の
君
〉
に
な
る
行
為
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
た
の
で
、
山
門
は
い
か
な
る
仏
法
に
よ
っ
て
灌
頂
す
る
か
に
気
を
も

ん
だ
の
で
あ
る
。
山
門
の
執
働
な
ほ
ど
の
こ
だ
わ
り
の
背
後
に
は
、
鎮
護

国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
仏
法
の
側
か
ら
支
え
て
き
た
自
負
心
が
横
た

わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

抑
王
位
ハ
仏
法
ヲ
ア
ガ
メ
、
仏
法
ハ
王
位
ヲ
護
コ
ソ
、
相
互
二
助
ケ

テ
、
効
験
モ
目
出
ク
明
徳
モ
イ
ミ
ジ
ケ
レ
。
若
王
位
ヲ
王
位
ト
セ
ズ

ハ
、
何
レ
ノ
仏
法
力
我
朝
二
興
隆
ス
ベ
キ
ヤ
。
今
度
山
僧
等
園
城
寺

ヲ
焼
失
セ
ム
ニ
ヲ
イ
テ
ハ
、
天
台
ノ
座
主
ヲ
流
罪
シ
、
山
門
ノ
犬
衆

ヲ
モ
禁
籠
セ
ム
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
〇
頁
一

　
引
用
は
園
城
寺
を
焼
き
払
う
と
い
う
山
門
の
対
応
を
聞
い
た
後
の
後
自

河
院
の
心
内
語
で
あ
る
。
引
用
の
「
王
位
ハ
仏
法
ヲ
ア
ガ
メ
、
仏
法
ハ
王

位
ヲ
護
」
る
と
い
う
言
葉
か
ら
、
王
法
仏
法
相
依
の
理
念
を
読
み
と
る
こ

と
は
容
易
な
一
」
と
で
あ
る
。
し
か
し
後
自
河
院
に
と
っ
て
の
王
法
仏
法
相

依
は
、
あ
く
ま
で
も
王
法
が
中
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
縦
丸
理
ヲ
狂
タ
ル

非
法
ヲ
モ
宣
下
シ
、
若
ハ
山
門
ノ
所
領
ヲ
別
院
二
寄
ト
云
ト
モ
、
王
位
々
々

タ
ラ
バ
、
誰
カ
此
ヲ
背
ベ
キ
」
と
い
う
後
自
河
院
の
言
葉
か
ら
も
窺
う
こ

と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
灌
頂
を
妨
げ
る
こ
と
は
、
院
の
権
威
へ
の

挑
戦
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
「
天
台
ノ
座
主
ヲ
流
罪
シ
、
山
門
ノ
大
衆
ヲ

モ
禁
籠
セ
ム
」
と
い
う
対
抗
の
意
識
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の

反
映
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
結
周
後
自
河
院
は
山
門
の
抗
議
に
よ
っ

て
園
城
寺
で
の
灌
頂
を
諦
め
る
こ
と
に
な
る
。
山
門
の
政
治
的
な
力
に
院

が
屈
し
た
の
で
あ
る
。
後
自
河
院
が
山
門
の
抗
議
を
押
し
切
っ
て
灌
項
を

成
し
遂
げ
な
か
っ
た
と
ザ
」
ろ
に
、
山
門
の
政
治
的
力
が
逆
照
射
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
。
王
法
と
仏
法
が
互
い
に
協
力
し
て
日
本
を
守
る
と
い
う
王

法
仏
法
相
依
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
当
事
者
で
あ
る
仏
法
の
担
い
手
に

よ
っ
て
崩
さ
れ
か
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
法
皇
御
灌
頂
事
」
を
王
法
と
い
う
観
点
か
ら
も
う
一
度
考
察

し
て
み
よ
う
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
〈
冥
〉
に
お
い
て
の
二
つ
の

勢
力
、
す
な
わ
ち
天
狗
と
住
吉
犬
明
神
の
対
比
で
あ
る
。
天
狗
は
前
節
で

ふ
れ
た
よ
う
に
、
山
門
の
大
衆
の
身
に
入
れ
替
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
顕
〉

に
侵
入
し
、
院
の
灌
項
を
妨
げ
、
そ
し
て
院
に
刃
向
か
う
こ
と
で
、
王
法

の
秩
序
を
破
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
住
吉
大
明
神
は
、

後
自
河
院
の
騒
慢
を
悟
ら
せ
、
天
狗
が
来
る
べ
き
縁
を
な
く
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
天
狗
の
侵
入
か
ら
守
ろ
う
と
し
て
い
る
。
延
慶
本
に
お
け
る
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
）

吉
大
明
神
に
つ
い
て
は
、
武
久
堅
の
論
文
で
論
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
後
自
河
院
の
院
政
を
守
る
役
柄
と
し
て
登
場
し
て

い
る
。
天
狗
と
住
吉
大
明
神
は
、
同
じ
く
〈
冥
〉
か
ら
〈
顕
〉
に
働
き
か

け
る
存
在
で
は
あ
る
が
、
そ
の
方
向
性
と
い
う
意
昧
に
お
い
て
は
正
反
対

で
あ
る
。
こ
の
対
立
構
造
こ
そ
、
天
狗
が
も
っ
て
い
る
反
王
法
的
性
格
を

浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
た
ず
ら
者
で
、
仏
法
の
力
に
よ
っ

て
簡
単
に
調
伏
さ
れ
て
し
ま
う
『
今
昔
物
語
集
』
の
天
狗
と
は
違
い
、
灌

頂
記
事
の
天
狗
が
手
強
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
世
の
乱
れ
を
引
き

起
甲
」
そ
う
と
す
る
反
王
法
的
な
性
質
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い

え
る
。

今
夜
ノ
当
番
衆
ハ
松
尾
大
明
神
ニ
テ
候
ヘ
ド
モ
、
イ
ソ
ギ
可
申
事
ア
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（
ツ
）
テ
、
引
カ
ヘ
テ
参
テ
候
。
昨
日
ノ
暁
、
山
王
七
社
、
伝
教
犬

師
、
翁
ガ
宿
所
二
来
臨
シ
テ
、
日
本
国
ノ
吉
凶
ヲ
評
定
シ
候
シ
ニ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

今
度
山
門
ノ
大
衆
、
邪
風
コ
ト
ニ
甚
シ
ク
、
震
襟
ヲ
悩
シ
マ
ヒ
ラ
セ

候
シ
条
、
存
外
次
第
ニ
テ
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
一
二
頁
一

　
引
用
は
、
住
吉
大
明
神
が
後
自
河
院
の
前
に
現
れ
た
理
由
を
自
ら
説
明

し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
山
王
七
社
の
神
々
と
伝
教
大
師
が
、
自
分
の
宿

所
に
来
て
日
本
の
吉
凶
を
語
し
合
う
な
か
で
、
山
門
の
大
衆
の
横
暴
が
問

題
に
な
っ
た
と
住
吉
大
明
神
は
語
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
の
な
か
に
は
、

神
々
が
霊
な
る
場
所
に
集
ま
り
、
日
本
の
吉
凶
を
相
談
す
る
と
い
う
発
想

が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
延
慶
本
の
「
雅
頼
卿
ノ
侍
夢
見
ル

事
」
一
第
二
中
一
に
も
見
え
る
。
八
幡
大
菩
薩
と
春
日
大
明
神
、
そ
し
て
厳

島
明
神
が
会
議
を
し
、
清
盛
に
預
け
た
剣
を
取
り
上
げ
て
頼
朝
に
預
け
る

こ
と
を
決
め
た
と
い
う
青
侍
の
夢
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
住
吉
犬
明

神
は
こ
こ
で
「
日
本
国
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
崇
徳
院
の
呪
記

に
も
み
え
る
こ
の
言
葉
は
、
外
国
に
対
す
る
日
本
で
は
な
く
、
神
々
や
霊

が
活
動
す
る
世
界
で
あ
る
〈
冥
〉
に
対
す
る
〈
顕
〉
の
世
界
、
つ
ま
り
天

皇
（
院
）
が
支
配
し
て
い
る
世
界
を
さ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇

が
支
配
し
て
い
る
〈
顕
〉
の
世
界
の
吉
凶
は
、
本
当
は
神
々
の
協
議
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ザ
」
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
神
々
の
協
議
の
語
題
と
し
て
登
場
す
る

山
門
と
後
自
河
院
の
葛
藤
は
、
灌
項
を
め
ぐ
る
宗
教
的
な
出
来
事
と
し
て

で
は
な
く
、
「
日
本
国
ノ
吉
凶
」
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後
自
河
院
を
悟
ら
せ
る
た
め
に
、
当
番
神
の
順
番

を
変
え
て
ま
で
、
住
吉
犬
明
神
が
急
い
で
顕
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
は
、
そ
れ
が
「
日
本
国
」
の
安
否
と
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

一
番
恐
れ
ら
れ
た
の
は
、
〈
治
天
の
君
〉
で
あ
る
後
白
河
院
自
身
が
天
狗

に
懸
か
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
天
狗
は
山
門
の
大
衆
を
「
邪
風
」
に

走
ら
せ
て
、
後
自
河
院
と
山
門
の
対
立
を
招
き
、
王
法
・
仏
法
の
危
機
を

も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
の
乱
れ
を
招
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
天
狗
の
活
躍
、
そ
の
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
後
自
河
院
は
ど
う

す
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
の
答
え
を
教
え
る
た
め
に
、
住
吉
犬
明
神
が
顕
現

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
自
河
院
は
、
自
分
の
な
か
に
あ
る
増
上
慢
を

な
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
灌
項
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
、
「
金
剛
仏
子
ノ
法

皇
」
「
即
身
成
仏
ノ
玉
躰
」
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
四
天
王

寺
で
の
灌
項
は
、
文
治
三
年
（
一
一
八
七
一
の
出
来
事
で
、
延
慶
本
で
は

史
実
よ
り
九
年
繰
り
上
げ
ら
れ
て
、
治
承
二
年
の
一
連
の
騒
動
の
結
末
と

　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
2
一

し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
「
金
剛
仏
子
ノ
法
皇
」
と
い
う
言
葉
か
ら
窺
え

る
よ
う
に
、
王
法
・
仏
法
を
担
う
〈
治
天
の
君
〉
こ
そ
、
延
慶
本
の
理
想

の
帝
王
像
で
あ
り
、
そ
の
過
程
を
語
っ
て
い
る
「
法
皇
御
灌
頂
事
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
一

「
延
慶
本
〈
第
二
の
序
章
〉
と
も
い
う
べ
き
位
置
を
占
め
て
い
る
」
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
天
狗
が
懸
く
と
人
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
懸

依
現
象
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
往
生
伝
の
な
か
に
見
え
る
天
狗
は
、
取
り

懸
く
と
そ
の
相
手
に
身
体
的
な
不
調
を
起
甲
」
す
例
が
多
い
。
取
り
愚
く
天

狗
と
相
手
と
の
間
に
特
別
な
怨
恨
関
係
の
な
い
点
は
怨
霊
と
違
う
が
、
煙

依
現
象
や
調
伏
法
に
お
い
て
は
怨
霊
と
さ
ほ
ど
変
わ
り
が
な
い
。
た
と
え

ば
、
『
拾
遺
往
生
伝
』
．
の
沙
門
長
慶
伝
一
上
巻
十
五
話
一
に
出
て
く
る
天

狗
は
、
食
べ
物
を
探
し
て
或
る
古
い
宮
に
入
る
が
、
そ
の
宮
に
住
ん
で
い

る
后
は
天
狗
の
体
か
ら
発
す
る
気
に
触
れ
て
、
病
気
に
な
る
（
「
即
触
吾
気
。
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后
体
不
予
」
一
。
ま
た
『
続
本
朝
往
生
伝
』
の
僧
正
遍
照
伝
（
玉
の
六
一
に

出
て
く
る
天
狗
は
、
当
時
の
有
験
の
僧
が
誰
な
の
か
を
試
す
た
め
に
、
右

相
（
右
大
臣
）
の
家
に
入
り
、
足
で
右
相
の
胸
を
踏
み
つ
け
る
と
、
右
相

は
に
わ
か
に
病
気
に
な
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
病
人
が
失
神
し
た
り
生

き
返
っ
た
り
す
る
の
を
、
「
足
を
挙
げ
足
を
下
す
に
、
或
は
活
き
或
死
す
」

（
挙
足
下
足
。
或
活
或
死
）
と
表
現
し
、
天
狗
の
踏
み
つ
け
る
と
い
う
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
M
〕

体
的
な
動
作
と
病
状
を
直
接
結
び
つ
け
て
表
現
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
天
狗
は
、
身
体
不
調
な
ど
の
病
気
を
ひ
き
起
こ
す
存
在
と
し

て
現
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
あ
る
段
階
に
な
る
と
変
化
が
現
れ
る
よ
う
に

な
る
。
つ
ま
り
、
天
狗
が
懸
く
と
、
ま
っ
た
く
別
の
人
格
に
変
わ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
天
魔
は
、
釈
迦
の
八
相
の
降
魔
の
例
に
典
型

的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
成
仏
を
妨
げ
る
た
め
に
、
襲
う
相
手
の
心
の

隙
間
に
取
り
懸
く
魔
物
で
あ
る
。
天
狗
も
こ
の
よ
う
な
天
魔
と
同
じ
く
、

人
の
心
に
と
り
つ
く
と
い
う
糧
依
現
象
を
あ
わ
せ
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
二
〇
の
六
話
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

我
ハ
東
山
ノ
犬
自
河
二
罷
通
フ
天
猫
也
。
其
二
、
此
ノ
御
房
ノ
上
ヲ
、

常
飛
テ
罷
リ
過
グ
ル
間
二
、
御
行
ヒ
ノ
緩
ミ
無
ク
シ
テ
、
鈴
ノ
音
ノ

極
ク
貴
ク
聞
ツ
ル
ハ
。
『
此
レ
、
構
テ
落
シ
申
サ
ム
』
ト
思
テ
、
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
5
）

ノ
一
両
年
此
ノ
女
二
諮
テ
謀
ツ
ル
事
也
。

だ
し
な
み
を
直
す
の
で
あ
る
。
天
狗
が
人
の
心
に
入
れ
替
わ
り
、
天
狗
が

望
む
悪
事
を
と
り
懸
か
れ
た
人
間
が
代
行
す
る
と
い
う
構
図
は
、
灌
項
記

事
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
後
自
河
院
の
灌
頂
を
妨
げ
た
の
も
、
僧
を
誘
惑

し
た
の
も
同
じ
く
天
狗
で
あ
り
、
山
門
の
犬
衆
と
女
性
は
た
だ
天
狗
に
懸

か
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
狗
に
懸
か
れ
た
女
性
や
大
衆
を

責
め
る
こ
と
は
無
意
味
な
こ
と
に
な
る
。

　
往
生
伝
の
天
狗
と
『
今
昔
物
語
集
』
二
〇
の
六
語
や
灌
頂
記
事
の
天
狗

の
懸
依
の
も
う
一
つ
差
異
は
、
懸
依
の
結
果
が
糧
依
さ
れ
た
当
人
に
向
け

ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
別
の
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
天
狗
が
掻
く
の
は
女
性
で
あ
り
、
山
門
の
大
衆
で
あ
る
が
、
天

狗
の
タ
i
ゲ
ッ
ト
に
な
る
の
は
、
僧
で
あ
り
、
後
自
河
院
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
身
体
不
調
の
懸
依
現
象
は
、
と
り
煙
か
れ
た
人
に
限
ら
れ
る
ツ
」
と

に
な
る
。
し
か
し
天
狗
が
心
に
入
れ
替
わ
り
、
人
格
変
換
を
起
こ
す
場
合
、

第
三
者
が
被
害
の
対
象
に
な
る
。
周
囲
の
人
に
影
響
が
出
る
と
い
う
特
徴

は
、
特
定
の
個
人
を
狂
わ
し
た
り
殺
し
た
り
す
る
怨
霊
と
懸
隔
な
差
異
を

昆
せ
る
と
甲
」
ろ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
天
狗
に
懸
か
れ
る
人
が
天
皇
や
為
政

者
、
枢
機
の
人
物
で
あ
る
場
合
、
彼
ら
の
立
場
上
、
世
の
乱
れ
に
つ
な
が

る
可
能
性
が
犬
き
く
な
る
。
天
狗
が
乱
世
と
結
び
つ
き
や
す
い
の
は
、
と

り
懸
か
れ
る
と
別
人
に
な
っ
て
し
ま
う
、
す
な
わ
ち
人
格
変
換
を
起
こ
し

て
し
ま
う
と
い
う
認
識
が
犬
い
に
作
用
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
え
る
。

一36一

天
狗
が
煙
い
た
女
健
は
、
女
性
の
姿
の
ま
ま
で
僧
を
誘
惑
し
襲
い
か
か
る
。

し
か
し
女
性
の
行
動
を
操
る
の
は
、
本
人
で
は
な
く
、
と
り
懸
い
た
天
狗

で
あ
る
。
そ
し
て
不
動
明
王
の
力
に
よ
っ
て
天
狗
が
退
治
さ
れ
る
と
、
そ

の
女
性
は
「
心
醒
テ
、
本
ノ
心
二
成
」
り
、
乱
れ
た
髪
に
櫛
を
入
れ
、
身

四
　
蓮
如
の
夢
－
天
狗
と
乱
世
－

　
天
狗
が
も
っ
て
い
る
反
仏
法
性
や
反
王
法
性
、
そ
し
て
心
に
入
れ
替
わ

る
と
い
う
特
徴
を
注
視
す
る
と
き
、
も
う
一
つ
の
記
事
が
考
察
の
射
程
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
6
一

入
っ
て
く
る
。
い
わ
ゆ
る
蓮
如
の
夢
で
あ
る
。
保
元
の
乱
の
敗
者
た
ち
の

霊
が
登
場
す
る
こ
の
夢
語
り
は
、
延
慶
本
で
は
保
元
の
乱
の
経
緯
や
崇
徳

院
の
怨
霊
化
を
語
る
一
連
の
記
事
と
は
別
に
、
治
璽
二
年
ク
i
デ
タ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
一

記
事
の
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
治
承
三
年
ク
ー
デ
タ
ー
と
は
、
重
盛
死

去
後
、
重
盛
の
領
地
の
没
収
や
、
中
納
言
の
人
事
を
め
ぐ
る
衝
突
な
ど
、

後
自
河
院
と
清
盛
の
軋
櫟
が
深
刻
化
す
る
な
か
、
清
盛
が
高
倉
天
皇
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
埜

威
を
背
景
に
後
自
河
院
政
を
停
止
さ
せ
た
事
件
で
あ
る
。
福
原
か
ら
大
軍

を
率
い
て
上
洛
し
た
清
盛
は
、
四
十
二
人
の
公
卿
を
解
官
し
、
後
自
河
院

を
鳥
羽
離
宮
に
幽
閉
す
る
な
ど
、
事
実
上
後
自
河
院
の
統
治
権
を
奪
う
こ

と
に
な
る
。
太
政
大
臣
藤
原
師
長
を
始
め
と
す
る
四
二
人
の
解
官
は
、
同

時
代
の
貴
族
た
ち
の
常
識
を
逢
か
に
超
え
る
未
曾
有
の
事
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
前
代
未
聞
の
事
件
が
人
々
に
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
理
解

さ
れ
た
か
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
、
こ
の
夢
語
り
で
あ
る
。

　
で
は
、
夢
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
ず
そ
の
内

容
を
見
て
み
よ
う
。
夢
の
な
か
で
、
崇
徳
院
を
始
め
と
す
る
保
元
の
乱
の

敗
者
た
ち
の
霊
は
、
後
自
河
院
の
御
所
に
入
ろ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
偵

察
に
遣
わ
さ
れ
た
為
義
が
戻
っ
て
き
て
、
後
自
河
院
が
絶
え
間
な
く
勤
行

に
励
ん
で
い
る
一
」
と
を
告
げ
、
崇
徳
院
は
後
自
河
院
の
御
所
に
入
る
一
」
と

圭
諦
め
る
。
そ
こ
で
為
義
は
清
盛
の
邸
に
御
幸
す
る
こ
と
を
勧
め
、
一
行

は
清
盛
の
邸
に
入
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
一
」
の
夢
の
中
に
は
、
崇
徳

院
や
為
義
ら
の
霊
格
に
つ
い
て
は
っ
き
り
語
っ
て
い
る
表
現
は
見
あ
た
ら

な
い
。
た
だ
、
夢
語
り
の
前
に
、
「
天
魔
外
遺
ノ
、
入
道
ノ
身
二
入
替
ニ

ケ
ル
ヨ
ト
ゾ
ミ
ヘ
ケ
ル
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
崇
徳
院
以
下

の
霊
は
「
天
魔
外
遺
」
、
つ
ま
り
天
魔
一
天
狗
一
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い

た
一
」
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
問
題
は
こ
の
夢
語
り
の
解
釈
に
お
い
て
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
で
、
念
頭
に
置
き
な
が
ら
夢
の
分
析
を
行
う
ヂ
」

と
に
す
る
。

　
こ
の
夢
の
解
釈
に
お
い
て
一
番
肝
心
な
と
こ
ろ
は
、
相
手
の
信
仰
の
有

無
に
よ
っ
て
、
崇
徳
院
一
行
の
霊
が
そ
の
人
の
邸
に
入
る
こ
と
が
で
き
る

か
否
か
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
信
仰
心
と
い
う

側
面
で
後
自
河
院
と
清
盛
が
比
較
さ
れ
て
い
る
。
仏
遣
修
行
に
励
む
後
自

河
院
像
に
つ
い
て
は
改
め
て
言
う
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
、
長
門
本

が
「
日
吉
山
王
の
御
宿
直
」
、
闘
静
録
が
「
八
犬
明
王
の
守
護
」
、
盛
衰
記

が
「
天
台
座
主
御
修
法
」
に
よ
る
不
動
・
大
威
徳
の
守
護
を
、
そ
し
て
半

井
本
『
保
元
物
語
』
が
不
動
明
王
と
犬
威
徳
の
守
護
を
強
調
し
て
い
る
の

に
対
し
て
、
延
慶
本
は
後
自
河
院
の
ご
自
身
に
よ
る
修
行
や
精
進
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
清
盛
に
つ
い
て
は
、
朝
日
に
向
か
っ
て
戦
い
を
し

な
い
と
い
っ
て
、
方
向
を
変
え
た
保
元
の
乱
の
逸
話
を
例
に
あ
げ
、
若
か
っ

た
時
に
あ
っ
た
信
仰
心
が
今
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
叙
述
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
朝
日
と
い
う
の
は
、
天
照
大
神
、
ま
た
そ
の
本
地
と
し
て
の

阿
弥
陀
如
来
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に

こ
の
夢
語
り
は
、
信
仰
心
の
あ
る
後
自
河
院
と
信
仰
心
の
な
い
清
盛
の
対

比
が
軸
に
な
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
で
は
、
保
元
の
乱
の
当
時
に
は
あ
っ
た
と
さ
れ
る
清
盛
の
信
仰
心
は
、

な
ぜ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

入
遺
ハ
著
ク
シ
テ
ハ
信
モ
ア
リ
テ
、
保
元
ノ
合
戦
ノ
時
モ
、
「
朝
日

二
向
テ
ハ
イ
ク
サ
セ
ジ
」
ト
タ
テ
ラ
レ
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
其
ノ
後
ハ
余

リ
ニ
朝
恩
ニ
ホ
コ
リ
テ
、
信
モ
關
給
ヘ
リ
。
當
テ
ヲ
ゴ
ラ
ザ
ル
考
ナ

シ
ト
云
事
ハ
、
此
ノ
入
遣
ノ
有
サ
マ
ニ
テ
ゾ
有
ベ
キ
ト
、
今
コ
ソ
思
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合
ケ
レ
。
凡
ハ
人
ノ
至
テ
栄
ヘ
テ
心
ノ
マ
・
ナ
ル
モ
、
其
ノ
孫
絶
ハ

テ
ヌ
ベ
キ
瑞
相
ナ
リ
ト
心
得
テ
、
能
々
慎
ベ
キ
事
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
〇
八
－
三
〇
九
）

右
の
引
用
か
ら
、
清
盛
の
朝
恩
を
誇
る
心
こ
そ
、
若
か
っ
た
時
に
あ
っ
た

「
信
」
を
な
く
し
た
主
犯
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
夢
語
り
の
最
後
の
部

分
は
、
清
盛
を
例
に
あ
げ
、
栄
え
る
時
一
」
そ
慎
む
べ
き
だ
と
い
う
教
訓
で

締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
信
仰
の
有
無
と
騒

れ
る
心
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
こ
の
一
対
は
天
狗
問
答
に
も
見
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
狗
問
答
で
も
「
無
遣
心
」
と
「
騒
慢
」
は
、
人

を
天
狗
遺
に
お
と
し
、
天
狗
を
呼
び
よ
せ
る
原
因
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
無
信
仰
と
騒
れ
る
心
を
判
断
の
尺
度
に
、
崇
徳
院
の
霊

が
そ
の
邸
に
入
れ
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
崇
徳
院
の
霊

の
霊
格
が
天
狗
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
こ
の
夢
語
り
に
は
、
灌
頂
記
事
の
天
狗
問
答
を
連
想
さ
せ
る
も
う
一
つ

の
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
崇
徳
院
一
行
が
清
盛
の
邸
に
入
っ
た
結
果
で

あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
夢
語
り
は
治
承
三
年
ク
ー
デ
タ
ー
と
密

接
に
か
か
わ
る
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
「
天
魔
外
遣
ノ
、
入
遣
ノ
身
二
入

替
ニ
ケ
ル
ヨ
ト
ゾ
ミ
ヘ
ケ
ル
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
夢
が
語
ら
れ
始
め
、

「
マ
コ
ト
ニ
コ
ノ
夢
思
合
セ
ラ
ル
・
、
入
遣
ノ
心
中
也
」
と
い
う
言
葉
で

終
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
一
」
の
夢
語
り
は
清
盛
の
心
の
状
態
と
深
く
結
び

つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
天
狗
に
懸
か
れ
た
山
門
の

犬
衆
が
、
灌
頂
を
妨
げ
後
自
河
院
に
刃
向
か
う
が
ご
と
く
、
清
盛
も
崇
徳

院
の
霊
に
煙
か
れ
て
後
自
河
院
に
刃
向
か
う
の
で
あ
る
。
懸
か
れ
る
と
そ

の
人
の
人
格
が
変
わ
り
、
悪
事
を
働
く
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
崇
徳
院

の
霊
は
怨
霊
と
い
う
よ
り
天
狗
に
近
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
今
ま
で
武
力
を
も
っ
て
後
自
河
院
政
を
補
佐
し
て
き
た
清
盛

が
、
同
じ
武
力
を
も
っ
て
院
政
を
正
面
か
ら
ゆ
る
が
す
脅
威
的
な
存
在
に

変
わ
る
、
そ
の
心
の
変
化
を
、
「
天
魔
」
を
介
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
清
盛
が
選
択
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
然
な
こ
と
だ
が
、

こ
の
夢
の
登
場
人
物
は
す
べ
て
保
元
の
乱
の
関
係
者
で
あ
る
。
保
元
の
乱

当
時
の
天
皇
方
と
院
方
を
基
準
に
考
え
る
と
、
敗
者
で
あ
る
院
方
の
怨
霊

が
生
き
残
っ
た
勝
者
で
あ
る
後
自
河
院
や
清
盛
に
襲
い
か
か
る
構
造
と
し

て
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
崇
徳
院
怨
霊
謂
か
ら
窺
え
る
よ
う

に
、
崇
徳
院
の
根
強
い
恨
み
は
、
保
元
の
乱
の
勝
敗
そ
の
も
の
よ
り
、
む

し
ろ
五
部
大
乗
経
を
も
含
む
乱
後
処
理
を
め
ぐ
っ
て
の
甲
」
と
で
あ
っ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
崇
徳
院
の
霊
の
恨
み
の
相
手
は
清
盛
で
は
な
く
、
後
自

河
院
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
崇
徳
院
の
怨
霊
は
清
盛
に
直
接
崇

る
ほ
ど
の
根
強
い
怨
恨
を
抱
い
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
こ
こ
で
崇
徳

院
の
霊
が
清
盛
に
人
れ
替
わ
っ
た
結
果
が
、
治
承
三
年
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ

り
、
ひ
い
て
は
治
承
・
寿
永
の
内
乱
を
含
む
王
法
の
危
機
で
あ
る
こ
と
を

思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
清
盛
は
「
君
ヲ
モ
ア
シ
ク
思
」
い

「
臣
ヲ
モ
ナ
ヤ
マ
シ
給
」
う
行
為
を
と
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
で

も
な
く
後
自
河
院
政
の
危
機
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
清
盛
と
い
っ
た

大
立
て
者
の
心
に
入
れ
替
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
の
乱
れ
を
引
き
起
ツ
」

す
こ
と
こ
そ
、
崇
徳
院
の
霊
が
望
ん
だ
と
プ
」
ろ
で
あ
る
と
い
え
る
。
崇
徳

院
の
霊
が
懸
い
た
清
盛
の
行
動
に
よ
っ
て
、
後
自
河
院
を
始
め
と
す
る

人
々
が
被
害
に
あ
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
煙
か
れ
た
本
人
で
は
な
く
、
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第
三
者
に
矛
先
が
向
け
ら
れ
る
と
い
う
面
で
、
天
狗
の
独
特
の
懸
依
現
象

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
当
時
の
怨
霊
は
、
『
大
鏡
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
主
に
怨
敵
や
そ

の
家
系
を
中
心
に
働
き
か
け
る
、
か
な
り
狭
い
範
囲
に
し
か
影
響
力
を
も

た
な
い
概
念
に
縮
小
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
事
件
は
治
天
の
君

で
あ
る
後
自
河
院
の
鳥
羽
幽
閉
と
い
う
前
代
未
聞
の
事
件
に
拡
大
さ
れ

る
。
院
の
幽
閉
は
、
院
政
に
よ
る
国
家
体
制
を
破
壊
す
る
悪
行
と
し
か
い

い
よ
う
が
な
い
。
も
は
や
怨
霊
と
い
う
概
念
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
事
態

が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
、
「
日
本
国
」
の
君
に
対

立
し
、
国
家
体
制
を
破
壊
し
世
の
乱
れ
を
作
り
出
す
よ
う
な
こ
と
は
、
体

制
内
部
の
臣
下
に
と
っ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
政
変
を
断
行
し
た
清
盛
の
行
動
は
、
こ
れ
ま
で
の
貴
族
の
〈
知
〉
の
枠

組
み
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
不
可
思
議
な
行
動

を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
日
本
国
」
の
君
を
相
対
化
す
る

外
部
の
他
者
的
存
在
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
魔
界
に
住
む

「
天
魔
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
治
承
三
年
の
ク
i
デ
タ
ー
と
い
う
王

法
の
危
機
を
説
明
す
る
た
め
に
、
怨
霊
を
趨
え
る
強
力
な
力
を
も
っ
て
登

場
し
た
の
が
、
「
天
魔
」
と
し
て
の
崇
徳
院
で
あ
る
。

　
で
は
、
天
魔
が
入
れ
替
わ
っ
た
清
盛
に
よ
っ
て
、
実
質
上
統
治
権
を

失
っ
て
し
ま
っ
た
後
自
河
院
は
ど
う
対
応
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
解
答
は
静
憲
法
印
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
一
」
と
に
な
る
。
後
自
河
院

は
、
鳥
羽
殿
に
幽
閉
さ
れ
、
伺
候
す
る
人
も
い
な
い
淋
し
い
生
活
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
。
そ
の
時
鳥
羽
殿
を
訪
れ
て
き
た
の
が
、
静
憲
法
印
で
あ

る
。
静
憲
法
印
は
ま
ず
清
盛
の
悪
行
の
原
因
と
し
て
前
世
か
ら
の
運
一
宿

運
）
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
ナ
」
と
と
天
魔
が
彼
の
身
に
入
れ
替
わ
っ
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。
こ
の
二
つ
の
原
因
は
、
二
つ
と
い
う
よ
り
も
一
つ
に
つ
な

が
っ
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
前
世
の
善
果

が
尽
き
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
騒
れ
る
心
が
つ
き
、
天
魔
が
入
る
隙
間
が
で

き
た
と
解
釈
で
き
る
。
ま
さ
に
蓮
如
の
夢
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
考
え

方
で
あ
る
。
そ
の
後
、
静
憲
法
印
は
一
」
れ
か
ら
の
院
の
身
の
処
し
方
に
つ

い
て
語
す
。

カ
ク
テ
渡
ラ
セ
給
ト
モ
、
天
照
犬
神
、
正
八
幡
宮
、
君
ノ
取
分
テ
侍

マ
ヒ
ラ
セ
給
フ
日
吉
山
王
七
杜
、
一
乗
守
護
ノ
御
誓
違
事
ナ
ク
シ
テ
、

彼
法
花
八
軸
二
立
カ
ケ
リ
テ
コ
ソ
、
護
リ
マ
ヒ
ラ
セ
オ
ワ
シ
マ
シ
候

ラ
メ
。
臣
下
人
民
ノ
為
ニ
ハ
、
倍
々
仁
ヲ
行
、
恵
ヲ
施
シ
、
政
務
二

御
私
ナ
カ
ラ
ジ
ト
思
召
サ
バ
、
天
下
ハ
君
ノ
御
代
ニ
ナ
リ
カ
ヘ
リ
、

悪
徒
ハ
水
ノ
泡
ト
消
失
ム
事
只
今
也
」
ト
被
申
テ
、
　
　
一
三
；
二
頁
一

　
引
用
で
静
憲
法
印
は
、
院
に
は
過
失
が
な
い
上
、
天
照
犬
神
と
正
八
幡

宮
、
そ
し
て
日
吉
山
王
が
守
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
断
言
す
る
。
そ
し
て

人
民
の
た
め
に
徳
政
を
行
い
、
政
治
に
お
い
て
私
心
を
介
さ
な
け
れ
ば
、

必
ず
天
下
は
君
の
御
代
に
成
り
か
え
り
、
今
す
ぐ
悪
徒
は
水
の
泡
の
よ
う

に
消
え
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
と
熱
弁
を
ふ
る
う
。
静
憲
法
印
が
提
示
し

た
打
開
策
の
肝
心
な
と
こ
ろ
は
、
神
々
の
守
護
、
す
な
わ
ち
〈
冥
〉
の
加

護
と
と
も
に
、
〈
治
天
の
君
〉
と
し
て
の
善
政
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
神
々
の
守
護
と
い
う
の
は
、
「
君
ノ
取
分
テ
侍
マ
ヒ
ラ
セ
給
フ
」

と
い
う
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
院
の
信
仰
活
動
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
仏
遺
修
行
だ
け
で
は
〈
治
天
の
君
〉
の
座
に
も

ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
番
目
の
「
臣
下
人
民
ノ
為
ニ
ハ
、
倍
々
仁
ヲ
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行
、
恵
ヲ
施
シ
、
政
務
二
御
私
ナ
カ
ラ
ジ
」
と
い
う
心
構
え
も
犬
事
な
の

で
あ
る
。
静
憲
法
印
の
論
理
は
、
天
魔
が
「
日
本
国
」
を
減
ぼ
そ
う
と
如

何
な
る
た
く
ら
み
を
し
て
も
、
院
が
仏
遣
修
行
に
励
み
、
理
想
的
な
治
政

を
行
い
さ
え
す
れ
ば
、
後
自
河
院
政
は
健
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

静
憲
法
印
の
言
葉
に
み
え
る
王
法
・
仏
法
を
担
う
〈
治
天
の
君
〉
と
し
て

の
帝
王
像
は
、
住
吉
犬
明
神
が
天
狗
問
答
を
と
お
し
て
後
自
河
院
に
要
求

し
た
理
想
の
帝
王
像
と
も
一
致
す
る
。

　
蓮
如
の
夢
に
現
れ
た
崇
徳
院
は
怨
霊
の
外
延
か
ら
は
み
出
し
、
清
盛
の

心
に
入
れ
替
わ
っ
て
治
壁
二
年
ク
i
デ
タ
ー
を
起
こ
す
な
ど
、
天
魔
（
天

狗
）
に
属
す
る
性
格
を
多
く
も
っ
て
い
る
こ
と
が
夢
の
分
析
を
通
し
て
明

確
に
な
っ
た
。
崇
徳
院
の
霊
は
、
後
自
河
院
と
い
う
個
人
に
つ
き
ま
ど
う

怨
霊
か
ら
、
反
体
制
的
な
存
在
へ
と
肥
大
化
し
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
怨
霊
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冗
一

ら
天
狗
へ
と
変
身
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
崇
徳
院
の
怨
霊
謂
の
成
立
と
天

狗
へ
の
変
身
、
そ
し
て
崇
徳
院
の
怨
霊
史
の
な
か
で
延
慶
本
を
ど
う
位
置

づ
け
る
べ
き
か
な
ど
、
ま
た
残
さ
れ
て
い
る
問
題
は
多
い
。
こ
れ
ら
の
間

題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

五
　
む
す
び

　
冒
頭
で
後
白
河
院
と
天
狗
に
関
す
る
逸
語
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
。
一
」

れ
ら
の
逸
話
は
、
「
法
皇
御
灌
頂
事
」
の
天
狗
問
答
と
趣
向
を
異
に
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
同
じ
源
か
ら
出
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
延
慶
本
の
場
合
、
住
吉
犬
明
神
の
忠
告
に
よ
っ
て
繊
悔
が
行
わ

れ
る
が
、
も
し
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
な
く
せ
ば
、
院
の
騒
慢
な
心
は
天
狗
を

呼
び
、
死
ん
で
天
狗
遺
に
堕
ち
る
ザ
」
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
延

慶
本
と
そ
の
他
の
言
説
と
の
差
異
は
、
住
吉
大
明
神
と
い
う
〈
冥
〉
の
力

の
介
入
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
住
吉
大
明
神
と
の
問
答

を
と
お
し
て
延
慶
本
は
、
乱
世
を
生
き
抜
く
理
想
の
〈
治
天
の
君
〉
像
を

後
自
河
院
に
求
め
た
と
い
え
る
。
こ
こ
で
乱
世
と
は
、
崇
徳
院
に
代
表
さ

れ
る
天
魔
、
天
狗
が
絶
え
間
な
く
「
日
本
国
」
を
侵
犯
し
、
そ
の
秩
序
を

乱
そ
う
と
し
て
い
る
世
の
中
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
ゆ
え
に
灌
頂
を

成
し
遂
げ
、
即
身
成
仏
の
帝
王
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
法
と
と
も
に

仏
法
を
も
担
う
〈
治
天
の
君
〉
に
な
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
一
一
理
想
は
あ
く
ま
で
理
想
で
あ
る
。
現
実
は
そ
の
理
想
と
は
か

け
離
れ
た
も
の
で
、
そ
の
極
限
は
治
承
三
年
ク
i
デ
タ
ー
に
よ
る
院
の
鳥

羽
幽
閉
で
あ
っ
た
。
急
変
す
る
政
治
の
な
か
、
生
き
残
る
た
め
暗
中
模
索

す
る
後
自
河
院
は
、
清
盛
か
ら
義
仲
へ
、
義
仲
か
ら
義
経
へ
、
そ
し
て
義

経
か
ら
頼
朝
へ
と
次
々
と
王
法
に
奉
仕
す
る
く
武
V
を
変
え
て
い
く
。
そ

の
よ
う
な
心
の
急
激
な
変
化
は
、
ま
さ
に
天
狗
が
煙
い
た
よ
う
に
当
時
の

人
々
に
み
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
日
本
国
第
一
之
犬
天
狗
」
の
発
言
は
ま

さ
に
こ
の
よ
う
な
背
景
の
な
か
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
天
狗
が
後
自

河
院
と
結
び
つ
き
や
す
い
の
は
、
ま
る
で
天
狗
が
人
の
身
に
入
れ
替
わ
る

よ
う
に
、
そ
の
政
治
的
な
行
動
が
無
原
則
な
ほ
ど
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ

と
に
よ
る
と
解
釈
で
き
る
。
現
実
の
後
自
河
院
が
そ
う
で
あ
れ
ば
、
延
慶

本
が
提
示
し
た
王
法
仏
法
を
担
う
〈
治
天
の
君
〉
と
し
て
の
後
自
河
院
像

は
、
あ
く
ま
で
も
物
語
の
虚
構
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
理
想
化
さ
れ
た
後

自
河
院
像
を
提
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
延
慶
本
の
皇
統
尊
重
の
姿
勢

を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
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岡
注
M

　
本
文
申
に
引
用
し
た
『
平
家
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
一
北
原
保

雄
・
小
川
栄
一
編
、
勉
誠
社
、
一
九
九
〇
一
に
拠
っ
た
。

↑
一
「
間
ふ
。
後
自
川
院
と
崇
徳
院
と
、
そ
の
威
勢
の
多
少
は
い
か
に
。
答
ふ
。
後
自

　
　
　
川
院
の
威
勢
、
以
て
の
外
の
事
な
り
」
（
佐
竹
昭
広
他
編
『
宝
物
集
　
閑
居
友

　
　
　
比
良
山
古
人
霊
託
』
〈
新
日
本
古
典
文
学
犬
系
〉
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
四

　
　
　
六
九
頁
一
。
引
用
で
後
自
河
院
は
威
勢
に
お
い
て
崇
徳
院
よ
り
優
位
に
あ
る
と
語

　
　
　
ら
れ
て
い
る
が
、
二
人
は
死
ん
だ
世
界
（
天
狗
遭
一
に
お
い
て
も
力
競
争
し
て
い

　
　
　
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
興
昧
深
い
。

一
2
一
門
玉
葉
』
文
治
元
年
十
一
月
二
六
ヨ
記
事
や
『
吾
妻
鏡
』
同
年
十
一
月
十
五
日
に

　
　
　
の
っ
て
い
る
こ
の
言
葉
が
、
誰
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
書
状
の

　
　
　
受
取
人
で
あ
る
高
階
泰
経
と
み
る
説
と
後
自
河
院
と
み
る
説
に
大
き
く
分
か
れ

　
　
　
て
い
る
。
佐
伯
真
一
の
論
文
「
後
白
河
院
と
「
日
本
第
一
犬
天
狗
」
し
（
門
明
月
記

　
　
　
研
究
』
四
巻
、
一
九
九
九
年
十
一
月
一
に
、
こ
の
間
題
に
関
す
る
学
界
の
動
向
が

　
　
　
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）
牧
野
淳
司
は
「
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
「
法
皇
御
灌
項
事
」
の
論
理
－
遺
宣
律
師

　
　
　
と
章
茶
天
の
〈
物
語
〉
と
そ
の
〈
釈
〉
を
手
掛
か
り
に
－
」
（
門
軍
記
と
語
り
物
』

　
　
　
三
四
、
一
九
九
八
年
三
月
）
の
な
か
で
、
道
宣
律
師
と
牽
茶
天
の
説
話
を
天
狗
簡

　
　
答
と
積
極
的
に
結
び
つ
け
、
噌
導
の
側
面
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
試
み
た
。

一
4
一
潟
岡
孝
昭
「
新
資
料
「
天
狗
物
語
」
と
「
平
家
物
語
」
と
の
関
係
」
一
『
犬
谷
学

　
　
報
ご
二
九
巻
二
号
、
一
九
五
九
年
十
一
月
一
に
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
て
以
来
、

　
　
　
『
平
家
物
語
』
と
『
天
狗
物
語
』
の
前
後
関
係
に
関
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
き

　
　
た
。
門
天
狗
物
語
』
や
そ
の
祖
本
が
あ
る
段
階
に
『
平
家
物
語
』
の
な
か
に
編
入

　
　
さ
れ
た
と
い
う
の
が
ほ
ぼ
定
説
化
さ
れ
て
い
る
。

一
5
一
冨
倉
徳
次
鄭
『
平
家
物
語
全
注
釈
　
上
巻
』
一
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
一
三
四

　
　
九
頁
。

一
6
一
岩
本
裕
『
日
本
仏
教
語
辞
典
』
一
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
一
垂
二
七
頁
。

7
一
高
橘
爵
明
「
鬼
と
天
狗
」
一
『
岩
波
講
座
B
本
通
史
　
中
世
二
』
岩
波
書
店
、
一
九

　
　
九
四
年
一
三
三
〇
頁
。

一
8
一
森
正
人
は
、
珂
今
昔
物
語
集
』
の
巻
二
七
で
霊
鬼
の
調
伏
に
関
与
す
る
宗
教
者
が

　
　
陰
陽
師
で
あ
る
こ
と
や
、
仏
や
経
が
霊
鬼
を
調
伏
で
き
な
か
っ
た
語
一
三
語
）
が

　
　
あ
る
こ
と
か
ら
、
巻
二
七
の
霊
鬼
の
非
仏
法
性
を
述
べ
て
い
る
（
『
今
昔
物
語
集

　
　
の
生
成
』
和
泉
書
院
、
一
九
八
六
年
一
。
調
伏
に
お
い
て
仏
法
の
カ
が
絶
対
的
で

　
　
あ
る
巻
二
〇
の
天
狗
謂
と
は
犬
き
な
差
異
を
見
せ
て
い
る
。

（
9
一
巻
二
〇
の
八
語
は
、
「
良
源
憎
正
成
霊
来
観
音
院
伏
余
慶
僧
正
語
第
八
」
と
い
う

　
　
表
題
だ
け
が
乗
っ
て
い
る
欠
話
で
あ
る
が
、
艮
源
の
霊
を
天
狗
と
見
て
八
謡
も
数

　
　
に
入
れ
た
。

一
1
0
一
宮
本
袈
裟
雄
門
天
狗
と
修
験
者
凶
岳
信
仰
と
そ
の
周
辺
』
一
人
文
書
院
、
一
九
八
九
年
）

　
　
二
七
頁
。

一
u
）
武
久
堅
は
、
後
自
河
院
に
と
っ
て
住
吉
大
明
神
が
「
陰
陽
」
「
正
負
」
の
価
値
に

　
　
お
い
て
「
陽
」
「
正
」
の
関
係
に
立
つ
と
す
れ
ば
、
崇
徳
院
は
「
陰
」
「
負
」
の
価

　
　
値
を
表
す
関
係
に
立
つ
と
述
べ
、
さ
ら
に
崇
徳
院
説
話
群
と
住
吉
犬
明
神
顕
現
の

　
　
物
語
と
の
間
に
、
構
想
上
の
関
わ
り
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
「
平
家
物
語
、
そ

　
　
の
変
身
一
生
成
平
家
物
語
試
論
一
－
後
自
河
院
「
伝
奇
」
と
「
住
吉
犬
明
神
」
を

　
　
申
心
に
－
」
『
軍
記
と
語
り
物
』
三
一
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）
。

（
1
2
一
語
り
系
諸
本
も
「
山
門
滅
亡
　
堂
衆
含
戦
し
の
中
で
四
天
王
寺
で
の
灌
頂
に
つ
い

　
　
て
語
っ
て
い
る
が
、
「
御
本
意
な
れ
ば
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
後
自
河
院
の
信
仰

　
　
心
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
四
部
本
は
史
実
ど
お
り
文
治
三
年
と
し
て
い

　
　
る
。

一
1
3
一
久
保
勇
「
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
後
自
河
院
関
係
記
事
に
つ
い
て
の
一

　
　
試
論
－
「
法
皇
御
灌
頂
泰
」
を
基
軸
と
し
て
」
（
『
語
文
論
叢
』
二
三
号
、
一
九
九

　
　
六
隼
一
月
一
二
二
頁
。

一
！
4
）
門
大
鏡
』
の
三
条
院
の
腿
疾
に
関
す
る
記
事
に
、
「
御
首
に
乗
り
ゐ
て
、
左
右
の
羽

　
　
を
う
ち
お
ほ
ひ
ま
う
し
た
る
に
、
う
ち
は
ぶ
き
動
か
す
折
に
、
す
こ
し
御
覧
ず
る

　
　
な
り
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
桓
算
供
奉
の
霊
が
翼
で
澄
を
隠
し
た
り
離
し
た
り

　
　
す
る
た
び
に
、
見
え
た
り
冤
え
な
か
っ
た
り
す
る
一
」
と
は
、
霊
の
身
体
的
動
き
と

　
　
病
状
が
結
び
つ
く
と
い
う
点
で
、
遜
照
伝
に
出
て
く
る
天
狗
と
類
似
し
て
い
る
と

　
　
い
え
る
。
た
だ
こ
の
記
事
で
は
檀
算
供
奉
の
霊
は
天
狗
と
呼
ば
れ
ず
、
物
の
怪
と

　
　
さ
れ
て
い
る
が
、
羽
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
天
狗
を
連
想
す
る
一
」
と
は
で
き
る

　
　
と
懸
わ
れ
る
。

（
些
馬
淵
和
夫
、
国
東
文
磨
、
今
野
達
『
今
昔
物
語
集
』
〈
ヨ
本
古
典
文
学
全
集
〉
（
小

　
　
学
館
、
一
九
七
一
年
一
四
九
頁
。

一
1
6
一
夢
を
見
た
人
は
、
本
に
よ
っ
て
違
い
、
蓮
如
と
し
て
い
る
の
は
、
半
丼
本
門
保
元

　
　
物
語
』
だ
け
で
あ
る
。
盛
衰
記
は
平
教
盛
が
見
た
夢
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
は

　
　
　
「
あ
る
人
」
か
「
人
」
に
な
っ
て
い
る
。
延
慶
本
も
「
人
」
の
夢
と
し
て
い
る
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（
1
7
）

19 至8

が
、
本
稿
で
は
蓮
如
の
夢
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

蓮
如
の
夢
は
延
慶
本
以
外
に
、
長
門
本
、
闘
識
録
、
盛
衰
記
、
半
芳
本
『
保
元
物

語
』
に
昆
え
る
。
特
に
、
闘
静
録
で
は
崇
徳
院
説
話
の
一
連
の
話
の
な
か
に
入
っ

て
い
て
、
崇
徳
院
の
死
の
後
、
「
其
の
此
」
と
受
け
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
闘
謡
録
で
は
清
盛
の
悪
行
の
原
因
と
し
て
一
」
の
夢
を
紹
介
し
て
は
い
る
が
、

直
接
治
承
三
年
ク
ー
デ
タ
ー
と
結
び
つ
け
て
は
い
な
い
。

元
木
泰
雄
『
院
政
期
政
治
史
研
究
』
恵
文
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
）
三
〇
九
頁
。

一
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
最
近
山
田
雄
司
の
『
崇
徳
院
怨
霊
の
研
究
』
一
思
文
閣

出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
と
い
う
優
れ
た
著
書
が
出
た
。
ヂ
」
の
本
は
多
く
の
史
料
を

網
羅
し
、
そ
の
上
考
察
を
深
め
て
お
り
、
崇
徳
院
研
究
で
は
欠
か
せ
な
い
力
作
で

あ
る
。

（
パ
ク
　
ウ
ン
ヒ

筑
波
犬
学
大
学
院
博
士
課
程

文
芸
二
言
語
研
究
科
　
文
学
）

一42一


