
「
撰
集
抄
」
は
遠
皿
者
讃
美
の
説
話
を
多
放
も
つ
仏
教
訊
話
集
で
あ
る
。
そ

し
て
、
編
者
を
西
行
に
仮
托
し
て
い
る
。

遁
世
者
の
説
話
の
中
に
は
、
編
者
西
行
が
遁
遣
者
に
出
会
っ
た
自
ら
の
体
験

を
語
り
、
そ
の
遁
世
者
を
讃
美
す
る
と
い
う
体
の
話
が
十
九
話
合
ま
れ
て
い

(

1

)

(

2

)

 

る
。
こ
う
い
っ
た
話
柄
は
、
編
者
西
行
か
廻
国
修
行
し
、
亨
庵
止
活
を
営
み
、

遁
皿
者
に
最
も
近
い
位
四
に
居
る
、
あ
る
い
は
自
身
遁
世
者
な
の
で
あ
る
か

ら
、
い
か
に
も
あ
り
う
べ
ぎ
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
揆
集
抄
」
所
岐
の
説
話
の
中
に
は
四
行
以
外
に
も
遁
世
者
と

出
会
う
と
い
う
体
験
を
も
っ
た
人
物
が
登
場
す
る
。
そ
の
中
の
一
人
源
経
信

が
、
ど
の
よ
う
に
形
象
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
過
世
者
と
出
会
う

か
、
を
考
察
し
た
い
。
そ
の
際
、
他
の
説
話
集
に
お
け
る
経
信
像
と
比
校
し
つ

つ
進
め
る
。
「
撰
集
抄
」
の
経
信
像
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る。

は
じ
め
に

|
『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
経
信
像
—
|
ー

源

経

信

と

遁

世

者

砧
の
音

}
,
1

忍
興
を
催
さ
れ
た
経
信
が
、
公
任
の

一

(
3
)
 

源
経
信
の
登
場
す
る
説
話
は
、
次
の
五
話
で
あ
る
。3

'‘
 

①
巻
二

4

「
花
林
院
永
玄
僧
正
之
事
」

ノ

ー

―

②
在
七
2

「
経
信
卿
逢
ー
一
西
山
禅
僧
ー
事
」

③
巻
八
20
「
経
信
俊
忠
鞠
永
」

？

ケ

ッ

④
迭
八
21
「
烏
羽
院
御
時
成
通
鞠
付
持
事
]

ノ

―

-

；

⑤
巻
八
31
「
経
信
大
納
言
前
鬼
神
出
現
事
」

ま
ず
、
「
撰
集
抄
一
に
お
け
る
経
信
像
の
述
叫
を
よ
く
示
し
て
い
る
⑤
か
ら

考
察
す
る
。

九
月
の
月
の
明
る
い
夜
、

ャ、、
一川，几

(

4

)

 

か
ら
衣
う
つ
こ
ゑ
き
け
ば
月
清
み
ま
だ
寝
ぬ
人
を
空
に
し
る
か
な

を
ぶ
じ
た
所
、
そ
れ
に
対
し
て

ノ

）

―

ー

ツ

ヲ

ノ

）

ニ

ア

北

斗

呈

前

横
1

一
旅
雁
1

南
楼
月
下
摘
ー
ー
寒
衣
―

の
点
を
唱
和
す
る
声
か
前
栽
の
方
か
ら
聞
え
た
。
驚
い
て
そ
ち
ら
を
見
遣
る

と
、
背
丈
一
丈
五
六
尺
、
髪
の
逆
様
に
生
え
た
も
の
か
居
た
。

仁

平

恭

ム
口

、
1
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以
上
か
話
の
概
略
て
あ
る
。
編
者
は
、
こ
の
得
体
の
知
刀
ぬ
も
の
を
、
朱
省

門
の
鬼
な
ど
て
あ
ろ
う
か
と
推
測
し
、
そ
れ
を
一
す
き
物
」
と
し
て
い
る
。
す

き
も
の
の
鬼
で
あ
る
な
ら
は
、
弩
信
は
鬼
の
す
き
心
を
動
か
し
た
訳
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
経
信
は
そ
れ
程
の
す
き
者
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
鬼
と
出
会
う
と
い
う

体
験
を
し
た
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
③
④
の
二
話
を
ま
と
め
て
考
察
す
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
二
話
を
合

め
た
巻
八
192021
は
蹴
鞠
の
名
手
待
従
大
納
百
成
通
を
中
心
に
据
え
た
説
話
だ

か
ら
て
あ
る
。
い
う
ま
て
も
な
く
、
成
班
は
芯
き
佐
籐
義
清
の
鞠
の
師
で
あ
っ

(
5
)
 

ぢ
説
話
の
中
で
こ
の
こ
と
に
直
接
触
れ
る
記
述
は
な
い
°
し
か
し
、
「
撰
集

抄
」
作
者
が
鞠
の
名
手
と
し
て
の
成
通
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
編
者
と
し
て
仮

托
し
た
西
行
と
の
こ
う
し
た
関
わ
り
を
距
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
呑
八
19

に
あ
る
「
か
の
大
納
言
（
注
、
成
通
）
の
た
ま
ひ
し
は
」
と
い
う
き
叙
述
は
、

こ
の
推
測
の
証
左
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
送
八
19
て
は
、
成
通
が
蹴
鞠
の
修
業
に
精
進
し
鞠
の
精
を
見
る
に
重

っ
た
事
が
語
ら
砂
て
い
る
。
こ
れ
を
承
け
て
、
次
の
③
巻
八
20
て
は
、
経
信
・

俊
忠
と
い
う
二
人
は
、
鞠
の
道
に
お
い
て
鞠
の
精
を
見
る
ま
で
に
は
迂
せ
ぬ
も

の
の
「
末
世
に
は
あ
り
が
た
き
桓
の
人
共
」
て
あ
り
、
そ
れ
故
、
成
通
か
自
分

に
劣
ら
ぬ
者
と
し
て
褒
め
た
こ
と
か
語
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
話
の
大
半
は
、
経

信
・
俊
忠
の
二
人
の
語
っ
た
鞠
の
作
法
の
叙
述
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

④
巻
八
21
も
、
品
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
の
は
鞠
の
権
威
と
し
て
の
成
通

で
あ
る
。
御
代
始
め
の
鞠
遊
ひ
の
時
、
鞠
を
御
前
ビ
出
す
作
法
に
つ
い
て
の
話

て
、
前
半
は
烏
羽
院
の
御
代
始
め
に
成
通
が
経
侶
の
作
法
を
と
か
め
た
こ
と
、

後
半
は
年
月
経
て
六
十
歳
に
な
っ
て
い
た
戚
通
が
、
二
条
院
の
御
代
始
め
に
役

に
当
っ
た
俊
成
の
作
法
を
伝
え
刷
い
て
、
そ
の
父
俊
忠
に
侵
っ
て
い
る
と
誡
め

た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

③
④
の
二
話
か
ら
は
、
明
確
な
経
信
像
を
得
ら
れ
よ
う
も
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
別
格
の
成
逆
に
は
及
は
ぬ
な
が
ら
蹴
鞠
に
造
指
の
深
い
人
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
。
な
お
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の

は
、
③
④
を
総
合
す
る
と
経
信
は
酉
行
の
師
成
通
ま
た
俊
成
の
父
俊
忠
と
同
帖

代
人
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
e

こ
の
こ
と
の
も
つ
意
味
は
、
後

で
触
れ
る
。

以
上
見
て
来
た
③
④
⑤
の
説
話
に
登
場
す
る
径
信
の
性
格
は
、
次
に
掲
げ
る

③
の
冒
頭
の
こ
と
ば
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

径
信
の
大
納
―
-
=
]
、
俊
忠
の
中
納
言
と
て
、
苫
枇
の
好
士
歌
鞠
の
長
者
な
る

人
い
ま
そ
か
り
し
が
（
以
下
略
）

「
撰
集
抄
」
作
者
は
、
径
信
を
俊
忠
と
並
ん
て
、
当
代
の
す
き
者
（
好
士
）
す

な
わ
ち
風
流
人
て
あ
り
、
歌
鞠
に
秀
い
て
当
戦
の
柾
威
で
あ
っ
た
、
と
捉
え
て

い
る
の
で
あ
る

Q

「
当
世
の
好
士
」
の
「
当
憔
」
と
は
、
④
前
半
の
話
か
烏
羽
院
の
佃
代
始
め

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
烏
羽
帝
即
位
（
玉
犀
承
二
年
・
―

1
0
七
）
前
後
の
時
代

(
6
)
 

を
さ
し
て
い
る
筈
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
史
実
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
経
信
は
既

に
承
徳
元
年

(
1
0九
七
）
に
八
十
二
歳
で
没
し
て
居
り
、
ま
た
平
治
元
年

(
-
―
五
九
）
に
六
十
三
歳
で
出
家
し
た
成
通
は
経
信
没
年
に
涎
生
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
史
実
に
拠
る
限
り
烏
羽
院
の
御
代
始
め
に
経
信
の
鞠

の
作
法
を
成
通
か
正
す
と
い
う
話
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
経
信

と
辿
償
さ
れ
て
い
る
俊
忠
は
保
安
四
年
(
-
―
二
三
）
に
五
十
三
淑
で
没
す

る
。
経
信
は
五
十
五
歳
年
上
て
あ
る
。

(
7
)
 

こ
の
点
に
つ
い
て
渡
辺
信
和
氏
の
詳
し
い
御
考
察
が
あ
る
。
詑
み
誤
り
を
恐
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れ
つ
つ
、
以
下
箇
条
書
き
に
要
約
す
る
。

a
、
史
実
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
「
撰
集
抄
」
に
お
い
て
経
信
は
、
島
甜
院

の
治
批
・
院
政
期
に
意
識
的
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
て
は
な
い
か
。

b
、
そ
の
烏
羽
院
の
治
世
・
院
政
期
は
、
時
代
表
記
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前

の
「
昔
」
に
対
し
て
「
中
比
・
近
比
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
経
信
の
登

場
す
る
説
話
の
時
代
表
記
は
、
①
「
中
比
」
②
「
近
比
」
て
あ
る
。

C

、
時
代
表
記
は
、
盈
話
の
述
主
て
あ
る
編
者
西
行
の
「
語
り
時
間
か
ら
見

(
8
)
 

た
作
中
時
間
」
（
犬
井
善
寿
氏
に
よ
る
定
義
）
で
あ
る
か
ら
、
烏
羽
院
の

治
世
院
政
期
は
、
語
り
時
間
で
あ
る
今
（
「
撰
集
抄
」
裁
文
に
よ
れ
ば
寿

永
二
年
―
―
八
三
）
か
ら
見
て
、
「
昔
」
よ
り
身
近
な
時
代
と
認
識
さ
れ

て
い
る
。

d
、
と
同
時
に
「
末
憔
」
の
今
と
は
、
保
元
の
乱
に
よ
っ
て
一
線
を
画
し
て

(
9
)
 

い
る
時
代
で
あ
り
風
流
人
が
風
流
人
と
し
て
評
価
さ
れ
る
王
朝
貴
族
の
最

後
の
時
代
で
あ
っ
た
。

e
、
経
信
が
こ
う
し
た
烏
羽
院
の
治
批
・
院
政
期
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
、
そ

の
時
代
の
代
表
的
風
流
人
と
さ
れ
た
の
は
、
「
背
」
の
中
で
も
特
箪
す
べ

(10) 

き
一
条
帝
の
治
批
の
代
表
的
風
流
人
公
任
と
の
対
比
の
た
め
で
あ
る
。

以
上
の
渡
辺
氏
の
御
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
撰
集
抄
」
に
お
い
て
経

信
は
、
時
代
を
引
き
下
げ
ら
れ
て
鳥
羽
院
の
時
代
の
代
表
的
す
き
人
と
し
て
位

懺
付
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
経
信
の
捉
え
方
は
「
西
行
物
語
」

(11) 

に
も
見
ら
れ
る

C

大
治
二
年
十
月
十
目
頃
、
鳥
羽
殿
に
御
幸
な
ら
せ
給
ひ
て
、
は
じ
め
た
る

岬
所
の
御
瞬
子
の
絵
ど
も
叡
覧
あ
る
に
、
ま
こ
と
に
優
な
る
御
気
色
に

て
、
そ
の
頃
の
歌
詠
み
た
ち
、
経
信
・
匡
房
・
某
俊
な
ら
び
に
義
清
な
ど

を
召
さ
れ
て
、
こ
の
絵
ど
も
を
題
に
し
て
、
お
の
お
の
一
首
の
詠
を
奉
る

べ
き
由
仰
せ
下
さ
れ
げ
る
に
（
以
下
略
）

「
西
行
物
語
」
や
「
撰
集
抄
」
の
作
ら
れ
た
時
代
に
は
、
経
信
を
烏
羽
院
の
時

代
の
「
好
士
」
と
捉
え
る
よ
う
な
涙
と
し
た
時
代
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

さ
て
こ
こ
て
、
「
捩
集
抄
」
は
編
者
を
西
行
に
仮
托
し
て
い
る
こ
と
を
再
確

認
し
よ
う
。
そ
し
て
「
撰
集
抄
」
作
者
は
、
編
者
西
打
に
鳥
羽
院
の
時
代
を
ど

の
よ
う
に
見
さ
せ
て
い
る
の
か
、
に
注
目
し
た
い
。
語
り
時
間
で
あ
る
今
・
応

永
二
年
の
西
行
に
と
っ
て
の
烏
羽
院
の
時
代
と
は
、
「
背
」
よ
り
身
近
な
、
と

い
う
以
上
の
身
近
さ
を
も
っ
て
回
頑
さ
れ
る
時
代
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

仙
国
忠
動
の
む
か
し
は
、
人
に
よ
ろ
づ
す
ぐ
れ
て
、
露
ば
か
り
恩
ひ
貶
さ

れ
じ
と
待
り
し
か
ば
、
九
反
三
伏
の
あ
つ
き
に
も
汗
を
の
ご
ひ
て
ひ
め

む
す
に
庭
中
に
か
し
こ
ま
る
を
事
と
し
、
玄
冬
桑
雪
の
寒
き
に
も
、
嵐
を

と
も
と
し
て
い
さ
ご
に
ふ
し
て
も
、
遣
顔
の
御
い
き
ざ
し
を
ま
も
り
て
、

い
さ
~
か
も
そ
む
き
た
て
ま
つ
ら
じ
と
ふ
る
ま
ひ
待
り
ぎ
。
（
中
略
）
お

も
は
ぎ
る
に
長
承
の
末
の
年
よ
り
無
常
心
に
し
み
て
、
男
の
忠
勁
よ
し
な

く
て
、
妻
子
を
ふ
り
捨
て
て
出
待
り
し
か
ば
、
我
身
は
流
浪
の
世
を
す
て

人
と
な
る
。
（
巻
六
5
)

「
撰
集
抄
」
に
お
い
て
編
者
西
行
の
出
家
は
「
長
承
の
末
の
年
」
（
長
承
四
年

(12) 

と
す
れ
ば
―
一
三
五
年
）
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
在
俗
期
閲
は
「
仙
洞
忠
勁
の

む
か
し
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
烏
羽
院
下
北
面
の
武
士
と
し
て
励
ん
だ
こ
と
を
指

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

編
者
西
行
に
と
っ
て
烏
羽
院
の
時
代
と
は
、
在
俗
期
忠
勤
を
励
ん
だ
頃
と
懐

し
く
回
想
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
巻
二
乙
は
、
西
行
が
筑
前
の

mへ
行
っ
た
時

土
地
の
人
に
問
い
た
、
青
蓮
院
法
眼
真
空
の
遁
批
者
と
し
て
の
事
蹟
を
記
し
て

い
る
。
真
笞
は
「
烏
羽
院
の
第
八
の
宮
、
伏
見
の
大
夫
俊
欄
の
御
む
す
め
藤
壺
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の
女
御
の
御
腹
の
子
」
て
あ
り
、
母
女
御
の
崩
後
七
歳
て
比
収
山
に
上
っ
た

が
、
十
八
歳
の
時
失
踪
し
て
い
た
の
て
あ
る
。
そ
し
て
、
在
俗
時
の
西
行
は
、

玉
若
君
に
て
山
に
の
ぼ
せ
給
へ
り
し
に
は
、
御
供
つ
か
ま
つ
り
し
ぞ
か
し
」
と

い
う
形
で
真
管
と
探
く
関
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
、
巻
九
7
の
、
西
行
か
「
い
み
し
き
道
心
者
」
と
い
う
唸
に
祖
か
れ
て

尋
ね
、
感
銘
を
う
け
た
裔
野
の
空
観
房
は
次
の
よ
う
な
人
で
あ
る
と
い
う
。

い
ま
だ
か
ざ
り
下
し
給
は
ざ
り
し
さ
き
は
、
坊
城
の
宰
相
成
頼
と
ぞ
申
侍

り
け
る
。
去
ぬ
る
永
庁
の
末
の
比
よ
り
、
心
を
お
こ
し
て
こ
の
み
山
に
こ

も
り
給
へ
り
。

成
頼
は
、
高
野
宰
相
入
道
と
呼
ば
れ
た
人
て
、
兄
光
頼
も
出
家
し
て
梨
室
大
納

(13) 

言
入
遮
と
呼
ば
れ
た
。
と
こ
ろ
て
こ
の
兄
弟
は
、
巻
八
22

「
鳥
羽
院
御
尼
後

琵
冦
学
」
に
よ
れ
ば
、
不
息
議
な
体
験
を
し
て
い
る
。

（
烏
羽
院
の
）
御
中
陰
に
は
、
光
頼
、
成
頼
な
ん
ど
の
い
ま
そ
か
り
け
る

な
ん
め
り
。
こ
の
人
々
、
夜
の
更
行
ま
A

に
、
そ
の
事
と
な
く
茫
し
う
お

ほ
え
て
、
寝
ね
も
せ
ら
れ
て
お
は
し
け
る
（
以
下
略
）

そ
の
時
、
琵
琵
を
弾
じ
つ
つ
白
楽
天
の
詩
を
詠
す
る
声
か
き
こ
え
た
。
そ
の
声

は
ま
さ
し
く
故
烏
羽
院
の
御
声
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
て
あ
る
。
と
も
か
く
、

西
行
の
訪
れ
た
成
頼
は
烏
羽
院
の
近
臣
で
あ
っ
た
の
て
あ
る
。

編
者
西
行
は
出
家
後
も
、
烏
羽
院
ゆ
か
り
の
人
て
今
は
讃
仰
す
べ
き
遁
世
者

逹
を
見
間
す
る
こ
と
で
、
烏
羽
院
あ
る
い
は
そ
の
時
代
と
関
わ
っ
て
い
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
か
。
巻
九
11
の
覚
英
僧
都
も
そ
の
よ
う
な
遁
批
者
の
一
人
と

し
て
数
え
上
げ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
西
行
は
、
飩
臭
信
夫
郡
く
づ
の
松
原
て
松

の
木
に
刻
ま
れ
た
党
英
の
辞
且
の
歌
を
発
見
す
る
。
覚
英
は
宮
家
入
道
殿
忠
実

の
弟
で
、
輿
福
寺
一
条
院
党
信
（
忠
実
の
父
師
通
の
弟
）
の
門
弟
で
あ
っ
た
が

二
十
歳
の
時
失
踪
し
て
い
た
。
富
家
入
道
殿
は
「
鳥
羽
院
の
徊
位
の
比
」
の
人

で
あ
る
（
送
六
6
)
。

細
者
西
行
に
と
二
J

烏
羽
院
の
時
代
と
は
一
体
桐
て
あ
っ
た
の
か
c

鞠
の
節

朽
従
大
納
―
-
L

咸
通
の
活
趾
し
た
時
期
て
あ
り
（
④
呑
八
21)
、
歌
友
佼
成
の
父

俊
忠
の
時
代
て
あ
る
（
④
の
他
、
巻
八

231j。
「
仙
詞
忠
勁
の
む
か
し
」
で
あ

り
、
さ
ら
に
入
山
の
時
お
伴
し
た
青
茫
院
法
眼
頁
誉
の
、
證
仰
す
べ
き
遁
批
の

蝕
に
接
す
る
に
つ
け
て
も
翠
わ
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
「
末
世
」
の
今
と
な
っ

て
は
保
元
の
乱
を
境
に
再
ひ
戻
ら
ぬ
と
し
て
も
、
ま
た
歌
鞠
の
道
に
お
い
て
自

分
に
は
到
底
及
ば
ぬ
と
し
て
も
、
や
は
り
先
逹
と
し
て
敬
慕
す
る
人
々
の
生
き

た
時
代
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
戻
ら
ぬ
故
に
、
及
ば
ぬ
故
に
敬
寮
す
る
の
で
あ

る
と
い
う
べ
き
か
。
経
信
は
そ
の
烏
羽
院
の
時
代
の
人
と
し
て
成
遥
・
俊
忠
と

並
似
さ
れ
、
編
者
西
付
打
が
自
ら
の
先
逹
と
し
て
敬
癌
す
る
一
人
て
あ
っ
た
、

云
撰
集
抄
」
編
者
は
そ
う
位
置
付
け
て
い
る
と
い
え
ま
い
か
。

懇
羽
院
の
此
代
の
代
表
的
す
き
人
経
信
は
、
遁
世
者
と
出
会
う
体
験
の
持
ち

主
て
も
あ
る
。
②
巻
七
2
は
、
大
井
川
が
舞
台
で
あ
る
。
経
信
が
公
任
に
劣
ら

(15) 

ぬ
三
船
の
オ
を
顕
し
た
坦
所
で
あ
り
、
ま
た
家
集
に
よ
れ
ば
し
ば
し
ば
大
井
Jil

逍
遥
に
出
か
け
歌
を
詠
じ
て
い
る
。
家
集
て
は
紅
葉
狩
の
た
め
で
あ
る
の
に
対

し
、
こ
の
話
は
桜
狩
に
出
か
け
た
の
で
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
す
き
人
経
信
の

出
か
け
た
場
所
と
し
て
は
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
舞
台
設
定
で
あ
る
。

話
の
概
略
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
経
信
が
「
さ
る
べ
き
す
き
人
ど

も
」
と
連
れ
立
ち
、
大
井
川
に
花
見
に
出
か
け
酉
山
を
巡
っ
て
歓
を
尽
く
し
て

い
た
時
、
桜
の
根
元
に
帷
―
つ
で
瞑
想
し
て
い
る
俗
を
発
見
し
た
。
僧
は
自
ら

の
素
姓
を
明
か
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
一
行
は
語
り
合
う
う
ち
に
感
銘
を
う

け
そ
の
母
で
一
夜
を
語
り
明
か
し
、
翌
朝
再
会
を
約
し
、
ま
た
別
れ
際
一
行
の
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露）

中
の
経
信
の
息
俊
頼
が
僧
と
連
歌
を
詠
み
交
わ
し
た
。
後
日
そ
の
塩
所
を
訪
ね

た
が
、
そ
の
僧
の
姿
は
見
え
な
か
っ
た
。

こ
の
説
話
の
中
心
は
あ
く
ま
て
も
、
編
者
か
「
山
深
く
す
ま
し
て
、
理
事
即

一
の
悟
り
開
け
て
い
ま
そ
か
り
け
む
」
と
讃
仰
す
る
、
こ
の
僧
て
あ
る
。
経
信

一
行
は
、
い
れ
ば
シ
テ
に
対
す
る
ワ
キ
て
あ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
組
者
は
山
中

で
一
夜
僧
と
語
り
明
か
し
た
彼
ら
の
振
舞
を
も
貨
讃
し
て
い
る
。
②
の
話
に
お

け
る
経
信
の
位
笛
付
け
は
、
遁
世
者
と
出
会
い
感
銘
を
う
け
た
す
き
人
一
化
の

代
表
者
、
近
世
者
を
鯉
解
す
る
者
で
あ
る
。

こ
の
経
信
像
は
「
当
批
の
好
士
歌
鞠
の
長
者
」
と
し
て
い
か
に
も
あ
り
得
ベ

き
も
の
て
あ
る
が
、
遁
恨
者
の
珂
解
者
と
い
っ
た
経
信
像
は
、
他
の
説
話
集
に

は
全
く
見
ら
れ
な
い
「
撰
集
抄
」
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
他
の
説
話
集
に
見
ら

れ
る
経
信
像
は
、
当
代
の
有
識
者
、
和
歌
・
琵
誓
の
栴
威
、
す
き
人
と
い
っ
た

所
で
あ
る
。
「
撰
集
抄
」
が
も
つ
、
説
話
批
界
の
一
般
的
な
経
信
像
か
ら
は
み

出
て
い
る
部
分
を
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
。

こ
こ
て
、
自
ら
草
庵
生
活
者
、
廻
国
修
行
者
て
あ
る
編
者
西
行
は
遥

ut者
と

出
会
う
体
験
を
数
多
く
持
ち
、
選
世
行
為
の
よ
き
理
解
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
想

(
1
)
 

起
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
体
験
を
語
る
と
い
う
体
の
十
九
話
の
中
の
西
行
像
と
、

②
巻
七
2
の
経
信
像
と
は
正
要
な
点
で
似
通
っ
て
い
る
。

西
右
が
自
身
遁
且
者
て
あ
る
点
は
異
な
る
に
し
て
も
、
共
に
遁
担
者
と
柑
会

い
讃
仰
し
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
出
会
い
の
契
機
に
注
目
し
た
い
。
以
下
②
冒

部
を
引
用
す
る
。

中
比
、
帥
大
納
言
径
信
卿
、
西
山
の
花
み
む
と
て
、
さ
る
べ
き
す
き
人
ど

も
い
ざ
な
ひ
つ
れ
て
大
井
川
の
千
本
の
桜
な
が
め
む
と
て
、
川
の
ほ
と
り

に
ゐ
て
、
水
の
お
も
て
に
た
ゞ
よ
ふ
花
の
波
に
た
ゞ
よ
は
さ
れ
、
菜
屑
に

ま
じ
る
わ
ざ
を
歎
き
て
、
心
を
い
た
ま
し
め
、
心
な
き
i

風
を
恨
み
な
ん
ど

し
て
、
日
を
宕
し
な
が
め
給
へ
り
け
り
。
い
か
だ
に
乗
り
、
む
か
ひ
の
は

た
に
寄
せ
さ
せ
て
、
お
の
／
＼
お
り
立
ち
、
峯
に
よ
ぢ
谷
に
く
だ
り
て
遊

ひ
な
ど
し
給
ひ
け
る
に
、
あ
る
木
の
本
に
、
齢
五
十
は
か
り
な
る
が
、
か

た
び
ら
一
を
な
ん
荘
た
る
僧
、
禅
定
す
る
侍
り
。

経
信
一
行
は
、
す
き
心
の
趣
く
ま
ま
山
巡
り
を
し
て
い
る
折
に
僧
を
発
見
し
た

の
で
あ
る
。
い
わ
ば
す
き
心
に
禅
か
れ
て
遁
世
者
と
出
会
う
と
い
う
、
こ
う
し

(17) 

た
話
柄
は
、
西
行
の
体
験
談
十
九
話
中
七
活
あ
る
。
例
を
掲
げ
る
。

0
以
往
、
あ
づ
ま
ち
の
か
た
へ
さ
そ
ら
へ
ま
か
り
侍
り
。
字
律
の
山
べ
の
さ

く
ら
見
す
ぐ
し
が
た
く
お
ほ
え
て
、
史
ふ
か
く
等
ね
い
り
て
侍
り
し
に
、

い
と
ゞ
だ
に
つ
た
の
ほ
そ
遊
は
心
ほ
そ
き
に
、
日
影
も
も
ら
ぬ
木
の
下

に
、
か
た
の
ご
と
く
な
る
庵
む
す
び
て
、
座
禅
せ
る
僧
あ
り
。
（
巻
一

5
)

0
永
暦
の
す
ゑ
、
八
月
の
比
、
信
澁
の
国
さ
の
の
わ
た
り
を
過
ぎ
侍
し
に
、

花
こ
と
に
お
も
し
ろ
く
、
虫
の
音
声
々
鳴
わ
た
り
て
、
ゆ
き
す
ぎ
が
た
＜

侍
り
て
、
野
辺
に
徘
徊
し
侍
る
に
、
玉
鉾
の
行
か
ふ
遥
の
ほ
か
に
、
す
こ

し
草
か
た
ふ
く
ば
か
り
に
見
ゆ
る
道
あ
り
。
い
か
な
る
道
に
か
あ
ら
ん
と

ゆ
か
し
く
覚
え
て
、
た
ず
ね
い
た
り
て
見
侍
る
に
、
す
＼
き
、
か
る
か

や
、
を
み
な
へ
し
を
手
折
て
、
庵
む
す
び
て
ゐ
た
る
僧
あ
り
。
（
巻
六
8
)

前
の
例
は
、
宇
津
の
山
の
桜
に
心
惹
か
れ
山
深
く
分
け
入
る
こ
と
て
、
後
の
例

は
、
秋
の
野
を
花
や
虫
の
音
に
心
惹
か
れ
徘
徊
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
遁
世

者
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
別
れ
際
の
こ
と
、
経
信
一
行
の
中
の
俊
頼
が
よ
み
か
け
た
句
に
僧
が

見
事
な
句
を
付
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
で
一
行
は
、
悦
に
対
す
る
尊
索
の
念
を

一
層
深
め
た
の
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
遁
世
者
と
の
交
流
の
中
て
連
歌
ま
た

は
和
歌
を
詠
み
交
わ
す
こ
と
は
、
西
行
の
体
験
談
十
九
話
中
七
例
数
え
る
こ
と

(18) 

が
で
き
る
。
一
例
と
し
て
巻
七
10
「
吉
野
奥
遣
棋
者
事
」
を
担
げ
る
。
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①
巻
二
4
に
お
け
る
径
信
と
遍
世
者
と
の
出
会
い
は
、
遥
世
者
の
訪
れ
と
い

う
形
で
あ
る
。
舞
台
は
、
こ
れ
も
「
当
世
の
好
上
」
怪
信
に
と
っ
て
い
か
に
も

(19) 

ふ
さ
わ
し
く
、
田
上
の
山
荘
で
あ
る
。

四

西
行
が
吉
野
山
に
庵
を
結
ん
で
い
た
折
、
庵
の
前
の
桜
の
下
に
物
乞
い
と
息

わ
れ
る
僧
が
休
ん
で
い
た
の
で
、
「
し
ば
ら
く
、
花
な
が
め
給
へ
」
と
声
を
か

け
た
所
、
図
ら
ず
も
和
歌
を
も
っ
て
挨
拶
さ
れ
た
。
西
行
も
歌
を
返
し
、
そ
れ

を
き
っ
か
け
に
こ
の
僧
が
目
分
と
同
じ
く
吉
野
山
に
庵
を
結
ぶ
遁
世
者
で
あ
る

こ
と
を
知
り
、
そ
の
庵
を
訪
ね
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
に
お
い
て
も
、

庵
の
前
の
桜
が
西
行
と
遍
世
者
と
を
結
び
付
け
た
訳
で
、
出
会
い
を
導
く
も
の

と
し
て
す
き
心
を
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
和
歌
の
や
り
と
り
は
、
初

め
物
乞
い
と
見
下
し
て
い
た
僧
と
の
間
に
心
の
交
流
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

り
、
這
堂
者
と
し
て
尊
崇
の
念
を
拇
＜
端
緒
で
あ
っ
た
。

絹
者
西
行
は
、
す
き
心
に
導
か
れ
て
遁
世
者
と
出
会
い
、
ま
た
連
吹
・
和
歌

に
よ
っ
て
心
を
通
い
合
わ
せ
、
遁
世
者
に
共
嗚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の

事
は
あ
る
い
は
、
這
世
者
自
身
し
ば
し
ば
す
き
人
て
あ
り
、
庵
を
結
ぷ
よ
う
な

場
所
が
す
き
心
を
満
足
さ
せ
る
「
心
す
む
所
」
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
連
歌
・
ロ

歌
は
通
例
の
嗜
み
で
あ
る
か
ら
、
取
り
立
て
て
言
う
ま
で
も
な
い
事
柄
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
遁
世
者
と
の
避
遥
と
い
う
話
の
中
で
の
、
西
行
と
経
信
と

の
位
世
付
け
は
あ
ま
り
L
1
も
近
し
く
は
な
い
か
。
②
巻
七
2
の
経
信
は
、
西
行

と
近
似
の
形
で
姐
棋
者
と
関
わ
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
経
信
は
烏
羽
院
の
時

代
の
す
き
人
と
し
て
敬
慕
さ
れ
る
に
習
ま
ら
ず
、
遁
批
者
と
の
返
逐
と
い
う
点

て
も
編
者
酉
行
の
先
逹
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
迦
造
は
す
き
人
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

九
月
の
あ
る
日
の
夕
方
、
経
信
の
許
に
や
つ
れ
た
姿
の
僧
が
物
乞
い
に
訪
れ

た
。
経
信
は
こ
の
僧
を
「
い
か
に
も
ロ
ハ
人
に
あ
ら
ず
」
と
見
抜
き
、
索
姓
を
尋

ね
る
。
僧
は
始
め
索
姓
を
明
か
さ
な
か
っ
た
が
、
問
い
詰
め
ら
れ
て
、
も
と
興

福
寺
花
林
院
に
住
み
順
謁
に
位
階
を
上
っ
て
い
た
が
、
女
犯
と
い
う
破
戒
行
為

に
よ
っ
て
寺
を
放
逐
さ
れ
、
今
は
物
乞
い
と
な
っ
て
い
る
と
、
泣
く
泣
く
身
の

上
を
明
か
し
た
。
経
信
は
女
と
も
ど
も
憔
話
を
す
る
か
ら
こ
こ
に
住
む
よ
う
申

し
出
た
。
僧
は
そ
れ
を
拝
承
し
た
か
に
見
え
た
が
、
翌
朝
に
な
っ
て
み
る
と
、

倍
の
姿
は
な
く
一
首
の
歌

う
し
や
げ
に
た
な
か
み
山
の
山
さ
び
て
法
の
道
し
ば
跡
し
な
け
れ
ば

が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
経
信
は
、
こ
の
憎
の
話
に
出
た
興
福
寺
に
閤
い
合
わ
せ
る
。
時
の
別

当
玄
覚
の
語
る
所
は
次
の
よ
う
て
あ
っ
た
。

花
林
院
永
玄
僧
正
と
い
ふ
人
、
年
ご
ろ
世
を
の
が
る
ヽ
心
ふ
か
く
て
、
た

び
／
＼
と
ぢ
こ
も
り
給
へ
し
を
、
寺
惜
み
と
め
奉
り
て
、
こ
＼
ろ
に
も
あ

ら
ず
な
が
ら
延
給
ひ
し
ほ
ど
に
、
い
に
し
さ
月
の
こ
ろ
、
且
主
に
の
ぼ
る

べ
き
由
、
そ
の
間
え
侍
り
し
か
ば
、
は
や
跡
な
く
う
せ
給
ひ
に
し
か
ば
、

弟
子
ど
も
う
つ

A

心
も
な
く
て
待
る
。
い
づ
く
に
こ
そ
お
は
す
れ
と
も
聞

か
ざ
り
し
か
ば
、
流
浪
し
給
ふ
ら
ん
（
中
略
）
す
が
た
有
様
、
い
さ
ヽ
か

も
た
が
は
ず
•
…
•
•
O

貞
実
を
知
ら
さ
れ
た
経
信
は
感
涙
を
流
し
た
。

以
上
が
①
の
話
の
概
略
で
あ
る
。
こ
の
後
、
編
者
は
永
玄
を
、
「
撰
集
抄
」

の
中
で
連
世
者
の
先
縦
と
し
て
位
隠
付
け
ら
れ
て
い
る
玄
賓
に
な
ぞ
ら
え
、
ま

た
「
摩
詞
止
観
」
の
一
節
に
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
賞
讃
し
て
い
る
。
こ
の
活
に

お
い
て
も
シ
テ
は
、
名
朋
利
養
を
恰
て
自
ら
を
女
犯
の
破
戒
僧
と
偽
り
経
信
を

炊
き
ま
で
し
て
、
通
世
の
志
を
貫
い
た
永
玄
で
あ
る
。
一
方
、
ワ
キ
の
経
信
は
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欺
か
れ
は
し
た
も
の
の
、
初
め
に
見
抜
い
た
通
り
「
只
人
」
で
は
な
か
っ
た
永

玄
の
真
の
姿
を
知
る
に
及
ん
で
感
銘
を
う
け
て
い
る
。

こ
の
①
巻
二

4
の
経
信
像
も
、
②
巻
八
2
と
同
様
説
話
世
界
の
一
般
的
経
信

像
か
ら
は
は
み
出
た
、
遁
世
者
の
理
解
者
で
あ
る
。
②
の
場
合
、
す
き
に
導
か

れ
た
避
返
と
い
う
話
柄
で
あ
り
、
編
者
西
行
の
先
達
と
し
て
考
え
る
こ
と
で
説

明
で
き
る
が
、
①
は
ど
う
か
。
こ
の
話
柄
そ
の
も
の
は
、
渡
辺
氏
の
御
指
摘
の

(17) 

通
り
徳
を
か
く
す
た
め
に
自
ら
を
女
犯
の
破
戒
僧
と
偽
る
と
い
う
偽
悪
が
主
題

で
あ
り
、
「
発
心
集
」
以
来
の
遁
世
者
説
話
の
話
柄
の
一
っ
で
あ
る
。
問
題

は
、
遁
世
者
と
関
わ
る
の
が
他
の
人
で
は
な
く
、
な
ぜ
経
信
な
の
か
で
あ
る
。

①
の
話
は
、
遁
世
者
と
出
会
っ
た
側
に
立
つ
と
、
そ
の
遁
世
者
の
素
姓
を
元

の
住
寺
に
尋
ね
る
こ
と
で
真
の
姿
を
知
り
得
た
と
い
う
話
柄
と
捉
え
寵
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
巻
四
6
の
編
者
西
行
の
体
験
で
あ

る
。
越
路
舟
さ
か
川
の
渡
し
舟
に
偶
然
乗
り
合
わ
せ
連
歌
を
よ
み
交
わ
し
た
僧

は
東
大
寺
の
大
臣
得
業
慶
縁
と
名
告
っ
た
以
外
、
自
ら
を
明
か
さ
な
か
っ
た
。

翌
年
東
大
寺
に
参
詣
の
折
、
こ
の
僧
の
事
を
俊
恵
に
尋
ね
る
と
、
東
南
院
の
遺

弟
、
久
我
の
大
臣
の
御
子
で
あ
り
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
が
、
三
年
前
失

踪
し
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
慶
縁
は
、
名
利
を
捨
て
た
諸
国
流
浪
の
遁
世
者

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
慶
縁
も
①
の
永
玄
も
、
本
寺
を
失
踪
し
た
流
浪
の
遁
世
者
で
あ
る
。
西

行
や
経
信
は
、
彼
ら
の
本
寺
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
で
そ
の
真
の
姿
を
初
め
て

知
り
得
た
。
尋
ね
た
相
手
は
西
行
の
場
合
、
歌
物
語
を
し
自
詠
を
披
露
す
る
よ

う
な
間
柄
の
俊
恵
で
あ
る
（
巻
五
14)。
同
様
に
経
信
の
場
合
も
、
興
福
寺
別

当
玄
覚
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
を
想
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

承
徳
元
年

(
1
0九
七
）
に
没
し
た
経
信
と
、
天
治
二
年
(
-
―
二
狙
）
に
興

福
寺
別
当
就
任
、
そ
の
後
一
時
停
任
、
天
承
二
年
（
―
-
三
二
）
還
任
の
玄
覚

と
は
、
時
代
が
食
い
違
う
。
「
撰
集
抄
」
に
お
け
る
経
信
は
、
先
述
の
通
り
鳥

羽
院
の
時
代
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
ま
仮
に
、
経
信

を
そ
の
息
俊
頼
に
置
き
換
え
て
み
る
。

玄
覚
は
「
京
極
の
大
殿
（
師
実
）
」
の
子
で
あ
り
、
兄
弟
に
は
「
後
二
条
殿

（
師
通
）
」
、
ま
た
玄
覚
同
様
興
福
寺
別
当
に
な
っ
た
「
一
乗
院
の
覚
信
大
僧
正
」

（
巻
九
11)
と
尋
範
が
い
る
。
俊
頼
の
孫
教
縁
は
、
玄
覚
の
兄
弟
の
一
人
忠
教

(
2
1
}
 

の
養
子
と
な
り
安
元
元
年
に
は
興
福
寺
別
当
に
就
任
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も

六
条
源
家
は
、
「
藤
氏
の
嫡
々
と
し
て
、
よ
ろ
づ
天
下
の
こ
と
わ
ざ
を
と
り
行

は
せ
給
ひ
」
し
摂
関
家
（
巻
六
6
)
と
関
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

師
0
の
弟
で
橘
俊
遠
の
養
子
と
な
っ
た
俊
綱
は
、
経
信
と
和
歌
を
通
じ
て
親
交

(22) 

が
あ
り
、
俊
頼
は
俊
綱
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
撰
集
抄
」
作
者

が
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
い
た
か
否
か
は
今
明
ら
か
に
は
し
得
な
い
。
た
だ
、

経
信
あ
る
い
は
俊
頼
が
興
福
寺
別
当
玄
覚
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
は
不
自
然
で

な
い
、
と
は
言
え
る
。

次
に
視
点
を
か
え
、
藤
原
氏
の
氏
寺
興
福
寺
と
六
条
源
家
と
の
関
わ
り
を
探

っ
て
み
る
。
俊
頼
の
孫
教
縁
が
別
当
職
に
就
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
さ
て

教
縁
は
永
縁
の
弟
子
で
あ
る
。
そ
し
て
、
永
縁
が
一
門
の
僧
侶
を
中
心
に
住
房

花
林
院
に
お
い
て
催
し
た
「
奈
良
花
林
院
歌
合
」
あ
る
い
は
「
永
縁
奈
良
房
歌

合
」
と
呼
ば
れ
る
歌
合
は
、
基
俊
・
俊
頼
両
判
が
あ
り
、
歌
論
史
上
注
目
さ
れ

(23) 

て
い
る
。
俊
頼
は
、
判
者
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
撰
縁
の
出
詠
歌
の
代
作
者
と

し
て
も
こ
の
歌
合
に
関
わ
っ
て
い
る
。
永
縁
は
勅
撰
歌
人
、
ま
た
基
俊
・
俊
頼

と
共
に
「
堀
河
百
首
」
の
作
者
で
も
あ
り
、
著
名
な
歌
人
で
あ
る
。
と
同
時
に

(
2
0
2
 

保
安
二
年
（
一
ご
二
）
興
福
寺
別
当
に
就
任
し
て
い
る
玄
覚
の
前
任
者
で

あ
る
。こ

こ
で
①
巻
二
4
の
話
を
改
め
て
見
直
す
と
、
経
信
の
所
へ
訪
れ
た
僧
は

-17-



「
花
林
院
永
玄
僧
正
」
で
あ
り
、
別
当
玄
覚
の
前
任
者
と
だ
る
べ
き
筈
で
あ
っ

た
が
、
名
利
を
嫌
っ
て
失
踪
し
て
い
た
。
永
玄
と
は
永
縁
で
は
な
い
の
か
。
少

な
く
と
も
、
永
縁
を
暗
示
す
る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
撰

集
抄
」
の
中
で
永
玄
が
永
縁
そ
の
人
で
あ
っ
て
は
困
る
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
巻
五
4
に
歌
僧
永
縁
が
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

中
比
、
山
階
寺
の
別
当
永
縁
僧
正
と
云
人
な
ん
お
は
し
け
り
。
知
恵
の
人

に
す
ぐ
れ
た
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
六
義
の
風
俗
を
き
は
め
侍
り
。
あ
る
時

は
、
身
を
禅
定
に
ひ
そ
め
、
心
を
法
界
に
す
ま
し
、
あ
る
時
は
、
花

0
も

と
月
の
前
に
よ
り
ゐ
て
、
言
葉
を
和
州
に
や
わ
ら
げ
給
へ
り
。
（
以
下

略）

①
の
永
玄
は
、
も
ち
ろ
ん
史
料
に
そ
の
名
を
見
出
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
先

に
取
り
上
げ
た
、
西
行
の
出
会
っ
た
巻
四
6
の
慶
縁
も
同
様
で
あ
り
、
ま
た
西

行
が
辞
世
の
歌
を
発
見
し
た
巻
九
11
の
覚
英
も
実
在
し
な
い
。
こ
れ
ら
永
玄
．

慶
縁
・
覚
英
と
い
っ
た
、
名
利
を
捨
て
る
た
め
に
流
浪
の
世
捨
人
と
な
っ
た
人

人
は
、
「
撰
集
抄
」
作
者
に
よ
っ
て
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
慶
縁
は
東
大
寺
東
南
院
の
遺
弟
、
覚
英
は
興
福
寺
一
条
院
覚
信
の
門
弟
と

説
明
さ
れ
、
実
在
の
有
慶
．
覚
信
の
門
弟
と
い
う
形
で
い
か
に
も
実
在
し
た
人

物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

①
の
永
玄
の
場
合
、
玄
覚
の
前
任
者
と
な
る
筈
で
あ
っ
た
と
い
う
形
で
実
在

感
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
経
信
は
、
そ
の
永
玄
に
関
わ
っ
た
と
描
か
れ

(
7
)
 

る
。
渡
辺
氏
は
、
会
衆
の
多
く
が
地
下
人
・
僧
侶
で
あ
っ
た
俊
恵
の
歌
林
苑
の

あ
り
方
と
同
様
、
「
遁
世
者
達
の
自
由
に
出
入
を
ゆ
る
さ
れ
る
相
手
と
し
て
の

経
信
像
」
を
「
撰
集
抄
」
作
者
が
も
っ
て
い
た
か
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
①
の

経
信
像
は
、
こ
の
可
能
性
の
他
に
、
今
見
て
来
た
よ
う
に
、
興
福
寺
と
の
関
わ

り
を
踏
ま
え
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。

な
お
、
永
縁
と
経
信
と
の
寵
接
の
関
わ
り
の
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
。
永

(
2
4
}
 

縁
は
永
承
三
年

(
¥
0
四
八
）
生
ま
れ
で
あ
り
一
方
経
信
は
承
徳
元
年
（
一

(25) 

0
九
七
）
没
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
散
木
奇
歌
集
」
第
十
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

ら

昔
七
大
寺
を
か
み
に
、
故
帥
大
納
言
殿
、
な
と
に
お
は
し
ま
し
た
り
け
る

に
、
東
大
寺
の
長
済
律
師
か
房
に
と
A

ま
ら
せ
給
た
り
け
る
に
、
房
主
か

こ
の
む
こ
と
に
て
こ
よ
ひ
和
歌
会
さ
う
ら
ひ
な
ん
と
申
け
れ
は
、
よ
ま
せ

給
て
講
す
る
を
り
に
、
（
以
下
略
）

経
信
一
行
を
迎
え
て
僧
房
で
歌
会
が
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
経
信
と
永

縁
の
直
接
の
関
わ
り
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
経
信
と
奈
良
の
僧
侶
た
ち
と
の

和
歌
を
通
じ
て
の
交
流
は
、
こ
の
例
以
外
に
も
充
分
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て

「
永
縁
奈
良
房
歌
合
」
が
鎌
倉
期
以
降
興
隆
し
た
南
都
歌
壇
の
黎
明
と
し
て
位
置

(
2
6
}
 

付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
「
撰
集
抄
」
作
者
が
経
信
と
興
福
寺
さ

に
ら
は
永
縁
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
図
は
こ
の
辺
に

あ
っ
た
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。
こ
の
推
測
は
「
当
世
の
好
士
歌
鞠

の
長
者
」
と
い
う
経
信
像
に
も
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
い
さ
さ
か

付
会
に
過
ぎ
よ
う
か
。

①
巻
二

4
の
経
信
像
の
形
象
の
意
図
は
、
未
だ
充
分
に
解
明
で
き
て
い
な

い
。
し
か
し
、
②
巻
七
2
の
そ
れ
と
同
様
、
遁
世
者
の
理
解
者
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
信
像
は
説
話
世
界
で
は
特

異
で
あ
り
、
「
撰
集
抄
」
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
。

「
撰
集
抄
」
の
中
で
、
編
者
西
行
以
外
に
遁
世
者
と
直
接
関
わ
り
を
も
つ
人

令
3

)

物
は
、
経
信
の
他
、
富
家
入
道
殿
忠
実
（
巻
三
4
)
、
侍
従
大
納
言
成
通
（
巻

(28) 

ニ
8
)
、
徳
大
寺
の
大
臣
（
巻
五
7
)
が
い
る
。
彼
ら
は
す
べ
て
「
中
比
・
近

お
わ
り
に

ー 18-



比
」
の
代
表
的
な
貴
族
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
選
世
者
と
直
接
関
わ
る
と
い
う
体

験
を
編
者
西
行
に
先
ん
じ
て
し
て
い
る
人
々
は
、
西

h
の
敬
慕
す
る
鳥
羽
院
の

時
代
に
生
き
た
人
々
で
あ
り
、
経
信
は
そ
の
中
の
一
人
な
の
て
あ
る
。
さ
ら

に
、
い
か
に
も
「
当
世
の
好
士
」
ら
し
く
、
す
き
に
導
か
わ
て
の
連
欄
者
と
の

遡
差
と
い
う
点
て
も
、
経
信
は
編
者
西
行
の
先
逹
で
あ
っ
た
C

(
1
)

本
称
は
、
西
尾
光
一
氏
校
注
『
撰
隻
抄
』
（
岩
波
文
叩
）
に
拠
る
。
以
下
十
九

話
を
示
す
と
（
算
用
数
字
は
そ
の
巻
の
第
何
話
の
意
）
、
巻
一

5
、
在
二

2
.
6
`

巻
三
1
.
2
.
5
.
9
、
巻
四
3
.
6
.
7
、
巻
五
1
1
.
1
3
、
巻
六
4
.
8
.
1
1
.

12
、
巻
七
10
、
巻
九
8
.
1
1
で
あ
る
。
な
お
こ
の
巾
に
は
、
西
行
が
善
知
識
と
な

り
後
遁
世
者
と
な
っ
た
も
の
を
も
含
む
。

(
2
)

草
庵
生
活
は
巻
一

7
、
巻
七
10
、
廻
国
修
行
は
巻
二
4
を
始
め
防
所
に
記
さ
れ

て
い
る
。

(
3
)

①
以
外
の
四
話
は
略
木
に
な
い
。
こ
こ
で
広
略
の
問
起
に
触
れ
る
余
裕
は
な
い

が
、
略
本
に
な
い
説
話
の
経
信
像
が
す
き
人
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

(

4

)

こ
の
「
か
ら
衣
．．．．．． 
」
と
次
の
「
北
斗
．．．．．． 
」
は
共
に
『
和
没
朗
詠
集
』
摺
衣

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
作
者
は
そ
れ
ぞ
れ
紀
貫
之
、
劉
元
叔
゜

(
5
)

堀
部
正
二
氏
孟
四
行
と
蹴
鞠
」
（
『
中
古
日
本
文
学
の
研
究
』
所
収
）

(
6
)

以
下
『
尊
卑
分
脈
』
．
に
拠
る
。

(
7
)

「
『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
源
経
信
」
（
「
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
15
巻
第
3

号）

(
8
)

「
昔
・
中
比
・
近
比
と
過
ぎ
に
し
比
な
ど
|
|
『
撰
集
抄
』
の
述
主
と
作
中
時

間
ー
」
）
「
説
話
」
第
4
号）

(
9
)

巻
一

7
の
記
述
の
他
、
巻
六
6
で
は
保
元
の
乱
で
対
立
し
た
忠
通
・
頻
長
兄
弟

に
つ
い
て
父
富
家
入
道
殿
忠
実
が
春
日
明
神
の
託
宣
を
蒙
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
。

(10)

公
任
の
説
話
は
巻
八
9
.
1
0
.
1
4
。
そ
の
他
巻
五
15
、
巻
八
31
、
巻
九
1
に
も

名
が
あ
が
る
。
巻
八
31
で
経
信
の
吟
じ
た
貫
之
の
歌
を
公
任
作
と
し
た
の
は
あ
る

い
は
意
味
が
あ
る
の
か
。

(11)

引
用
は
、
桑
原
博
史
氏
『
西
行
物
語
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
に
拠
る
。

(12)

巻
七
10
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。
な
お
、
史
実
て
は
保
延
六
年
（
一
―
四

0)
出
家
で
あ
る
。

(13)

『
尊
卑
分
脈
』
等
に
よ
る
。

(14)

巻
八
23
の
話
柄
は
、
『
袋
草
紙
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
『
今
物
語
』
に
見
え
る
苫

名
な
話
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
時
代
を
待
賢
門
院
崩
御
の
羽
丑
年
と
し
、
公
任
の
歌
を

俊
忠
作
と
し
、
通
俊
を
俊
成
に
趾
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
編
者
西
行
に
関
わ

り
の
あ
る
話
と
し
て
『
撰
集
抄
』
の
中
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

(15)

『
袋
草
紙
』
『
古
今
著
聞
集
』
所
収
の
説
話
が
あ
る
。

(16)

こ
の
速
歌
実
は
．
『
新
古
今
和
歌
集
』
―
―
八
六
番
の
良
経
の
歌
の
本
末
で
あ

る。

(17)

巻
一

5
、
巻
二
6
、
巻
三
1
、
巻
六
8
.
1
1
、
巻
七
10
、
巻
九
11

(18)

巻
三
1
、
巻
四
6
、
巻
五
11
、
巻
六
、

4
.
1
2
、
巻
七
10
、
巻
九
8

(19)

経
信
・
俊
頼
の
家
集
等
か
ら
田
上
に
経
信
の
山
荘
が
あ
り
、
そ
こ
で
山
呈
の
叙

景
歌
を
も
の
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(20)

『
僧
綱
補
任
』
（
群
書
類
従
所
収
）
等
に
拠
る
。

(21)

『
僧
網
補
任
』
（
大
日
本
仏
教
全
書
所
収
）
巻
六
の
裏
害
大
治
一
＿
一
年
の
条
。

(22)

親
交
は
経
信
の
家
集
等
か
ら
、
養
子
の
件
は
『
中
右
記
』
寛
治
八
年
七
月
十
四

日
の
条
。
な
お
、
俊
綱
の
名
は
巻
二
2
に
見
え
る
。

(23)

萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
第
六
巻
の
解
説
が
群
し
い
。

(
2
4
)

こ
こ
で
は
注
23
の
萩
谷
氏
の
考
証
に
従
っ
て
お
く
。

(25)

引
用
は
、
『
私
家
集
大
成
』
に
拠
る
。

(26)

多
川
俊
映
氏
「
興
福
寺
の
歴
史
と
そ
の
教
え
」
（
『
古
寺
巡
礼
奈
良
興
福
寺
』

（
淡
交
社
刊
）
所
収
）

(

2

7

)

こ
の
他
、
巻
四
2
で
は
忠
実
の
養
子
、
巻
九
11
で
は
忠
実
の
弟
が
遥
世
者
と
し
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て
登
場
す
る
。

(28)

巻
五
1
5
に
は
西
行
が
徳
大
寺
家
へ
参
っ
た
と
あ
る
な
ど
、
西
行
と
徳
大
寺
家
と

の
関
わ
り
は
『
撰
集
抄
』
作
者
に
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

付
記
木
滴
は
昭
和
五
十
六
年
九
月
の
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
に
お
け
る
口
頭
発
表

を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
念
佑
な
私
が
こ
の
稿
を
ま
と
め
得
た
の
は
、
偏

に
、
発
表
の
場
で
御
助
言
を
裁
い
た
小
西
甚
一
、
野
口
博
久
、
田
口
和
夫
各
先

生
、
ま
た
終
始
御
指
導
を
仰
い
だ
桑
原
博
史
先
生
、
そ
の
他
多
く
の
方
々
の
御
好

意
御
劫
力
の
賜
で
あ
る
。
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