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中
　
西
　
健
　
治

そ
の
一
　
「
山
階
寺
」
の
記
事
な
ど

　巻
一
は
中
納
言
が
唐
土
に
到
着
し
、
都
に
赴
く
様
の
描
写
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
初
め
て
の
土
地
で
、
「
温
嶺
と
い
ふ
と
こ

ろ
に
」
（
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
三
一
頁
。
浜
松
の
本
文
は
本
書
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
か
、
「
杭
州
と
い
ふ
と
こ
ろ
」
（
三
一
頁
）
、
　
　
一

「
歴陽
と
い
ふ
と
こ
ろ
」
（
三
二
頁
）
、
「
華
山
と
い
ふ
山
」
（
三
二
頁
）
等
々
、
固
有
名
詞
を
「
と
い
ふ
」
で
受
け
る
表
現
が
頻
出
し
て
い
　
　
1
8

る
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
、
中
納
言
の
視
点
か
ら
は
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
合
い
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
解
し
て
よ
　
　
　
一

い

であ
ろ
う
。
唐
土
で
の
記
事
に
見
え
る
二
つ
の
寺
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
「
蜀
山
と
い
ふ
山
寺
」
（
四
五
頁
）
、
「
菩
提
寺
と
い
ふ
寺
」

（六
四頁
）
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
中
納
言
と
唐
后
と
を
結
び
つ
け
る
の
に
深
い
関
わ
り
の
あ
る
地
で
も
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
巻
二
以
下
の
舞
台
と
な
る
日
本
で
の
寺
は
巻
四
に
「
山
階
寺
な
る
僧
ど
も
の
中
に
」
（
二
九
三
頁
）
、
「
お
こ
な
ひ
に

山
寺
に
こ
も
り
た
る
」
（
三
〇
四
頁
）
と
あ
る
他
に
は
、
「
清
水
に
忍
び
て
こ
め
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
を
」
（
三
七
二
頁
）
と
し
て
巻
五
に
か

け
て
の
舞
台
と
な
る
清
水
寺
以
外
に
見
ら
れ
な
い
。
特
定
の
寺
を
さ
す
の
で
は
な
い
二
例
目
は
除
く
と
す
る
と
、
実
際
に
は
「
山
階
寺
」

と
「
清
水
寺
」
の
二
寺
し
か
物
語
に
登
場
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
清
水
寺
は
た
ん
に
「
清
水
」
と
の
み
表
記
し
て
さ
ほ
ど
の
違
和
感

も
な
く
理
解
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
「
山
階
寺
な
る
僧
ど
も
の
中
に
、
さ
も
あ
り
と
お
ぼ
し
き
、
召
し
に
つ
か
は
し
て
」
と
、
山
階
寺
を

物
語
の中
に
取
り
込
む
に
特
段
の
改
ま
っ
た
意
識
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
ご
く
日
常
の
延
長
上
の
場



と
し
て
あ
る
か
の
よ
う
な
扱
い
に
さ
え
思
え
て
く
る
。
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。

山
階
寺
建
立
説
話

　
巻四
、
中
納
言
は
九
月
中
頃
か
ら
吉
野
尼
君
の
夢
を
頻
り
に
見
、
気
が
か
り
に
な
っ
て
十
月
一
日
に
吉
野
を
訪
れ
る
。
案
の
定
、
彼
女

は病
に
臥
せ
っ
て
い
た
。
驚
い
た
中
納
言
は
尼
君
の
病
を
治
癒
す
る
べ
く
高
徳
の
僧
を
呼
び
寄
せ
る
と
い
う
の
が
、
さ
き
の
記
述
の
一
部

であ
っ
た
。
再
度
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
　山
階
寺
な
る
僧
ど
も
の
中
に
、
さ
も
あ
り
と
お
ぼ
し
き
、
召
し
に
つ
か
は
し
て
、
日
々
に
尊
き
こ
と
ど
も
を
言
は
せ
て
聞
か
せ
た
て

　
　ま
つ
り
給
ふ
。
仏
供
養
し
、
聖
の
弟
子
ど
も
な
ど
し
て
、
宵
、
あ
か
つ
き
に
、
繊
法
阿
弥
陀
経
な
ど
読
ま
せ
給
ふ
。
枕
近
う
て
、
声

　
　尊
き
僧
ど
も
し
て
、
経
の
声
絶
え
ず
読
ま
せ
て
聞
か
せ
た
て
ま
つ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
九
三
．
二
九
四
頁
）
　
　
一

「山
階
寺
」
に
つ
い
て
『
古
典
全
集
』
の
頭
注
に
は
、
「
奈
良
興
福
寺
の
別
称
。
藤
原
鎌
足
の
遺
志
に
よ
り
山
城
国
山
科
に
創
建
し
た
山
階
　
　
1
9

寺
を
起
原
と
し
、
藤
原
京
に
移
さ
れ
て
厩
坂
寺
、
平
城
京
に
移
さ
れ
て
現
在
の
興
福
寺
に
改
め
ら
れ
た
と
い
う
。
法
相
宗
。
」
と
あ
り
、
　
　
　
一

枕
草
子
や
今
昔
物
語
集
の
用
例
、
歌
集
詞
書
で
の
「
山
階
寺
」
「
興
福
寺
」
の
使
用
の
別
が
付
さ
れ
て
い
る
。
「
山
階
寺
」
の
建
立
に
つ
い

て

決ま
っ
て
引
用
さ
れ
る
三
宝
絵
（
下
巻
・
二
十
八
・
山
階
寺
維
摩
会
）
の
話
は
こ
う
で
あ
る
。
藤
原
鎌
足
が
病
を
治
療
す
る
た
め
に
新
羅

（百済
ト
モ
）
の
尼
の
言
に
従
い
維
摩
経
読
涌
を
し
、
問
疾
品
講
読
に
よ
っ
て
病
が
癒
え
、
後
、
不
比
等
が
山
階
寺
を
建
立
、
維
摩
会
を

復
活し
て
勅
会
三
会
に
発
展
し
た
と
い
う
一
連
の
話
で
あ
る
。
こ
の
話
の
一
つ
の
核
は
維
摩
経
読
諦
に
よ
っ
て
病
が
癒
え
た
こ
と
で
あ
っ

て
、
そ
の
維
摩
経
と
は
一
切
衆
生
の
病
を
救
う
こ
と
を
根
幹
と
す
る
経
（
維
摩
経
・
文
殊
師
利
問
疾
品
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つま
り
浜
松
に
お
い
て
山
階
寺
な
る
高
徳
の
僧
を
招
い
た
中
納
言
の
行
為
は
、
た
ん
に
地
理
的
に
近
距
離
に
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け

で
は
な
く
、
寺
院
建
立
の
淵
源
に
遡
り
、
そ
こ
に
付
帯
し
て
い
る
文
化
的
コ
ー
ド
を
探
り
当
て
選
択
さ
れ
た
表
現
で
あ
り
、
こ
の
場
面
と

し
て
は
十
分
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
読
み
と
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
山
階
寺
」
と
い
う
箇
所
に
詳
注
を
施
し
た
つ
い
で
に
、
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そ
れ
が
何
故
に
「
山
階
寺
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
言
及
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
既
に
自
明

の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
贅
言
を
付
し
て
お
き
た
い
。
実
は
そ
の
よ
う
な
作
業
こ
そ
必
要
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
先
に
「
と
い
ふ
」

で受
け
な
い
固
有
名
詞
で
あ
る
だ
け
に
、
作
者
の
寺
院
へ
の
親
泥
感
と
作
中
へ
の
導
入
の
意
図
を
検
討
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

治
療
の
様
相
の
記
事

　と
こ
ろ
で
維
摩
会
は
宮
中
御
斎
会
、
薬
師
寺
最
勝
会
と
並
ぶ
三
大
勅
会
の
一
つ
で
、
こ
の
講
師
を
勤
め
た
僧
は
僧
綱
に
任
じ
ら
れ
る
資

格を
有
す
る
者
と
し
て
重
く
扱
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
維
摩
会
は
十
月
十
日
か
ら
十
六
日
ま
で
の
七
日
間
行
わ
れ
る
。
浜
松
の

巻
四

の

該当
箇
所
は
十
月
一
日
か
ら
数
日
間
に
あ
た
っ
て
い
て
、
あ
た
か
も
維
摩
会
の
行
わ
れ
る
直
前
の
時
日
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「日
々
に
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
日
間
か
を
尼
君
の
た
め
に
費
や
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
さ
も
あ
り
と
お
ぼ
し
き
」
僧
を
招
　
　
一

聴
し
、
「
日
々
に
尊
き
こ
と
ど
も
を
言
は
せ
て
聞
か
せ
」
る
と
い
う
の
で
も
あ
る
。
山
階
寺
に
と
っ
て
の
最
大
の
法
会
の
準
備
を
さ
て
お
　
　
2
0

い

ても
尼
君
の
も
と
に
赴
き
治
療
に
専
心
す
る
高
徳
の
僧
を
た
や
す
く
呼
び
寄
せ
る
こ
と
の
で
き
る
ほ
ど
の
実
力
者
で
中
納
言
は
あ
っ
た
　
　
　
一

と
で
も
言
い
た
げ
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
山
階
寺
で
は
維
摩
会
が
粛
々
と
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
で
そ
こ
の
僧
の
効
験

も
あ
っ
て
か
、
十
月
十
五
日
の
夕
方
、
尼
君
は
紫
雲
と
香
、
音
楽
に
包
ま
れ
て
忽
然
と
往
生
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
三
宝
絵
を
受

け
た
今
昔
物
語
集
（
巻
十
二
・
於
山
階
寺
、
行
維
摩
会
語
第
三
）
に
も
、
維
摩
経
の
読
調
に
よ
っ
て
病
の
癒
え
た
大
織
冠
（
藤
原
鎌
足
）
は

すぐ
に
家
の
敷
地
内
に
堂
を
建
て
て
、
「
維
摩
居
士
ノ
像
ヲ
顕
ハ
シ
テ
、
維
摩
経
ヲ
令
講
メ
給
フ
。
即
チ
其
ノ
尼
ヲ
以
テ
講
師
ト
ス
」
（
新

古
典
大系
・
三
・
一
〇
五
頁
）
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
浜
松
に
「
尊
き
こ
と
ど
も
」
と
あ
る
の
は
、
あ
る
い
は
維
摩
経
の
こ
と
を
さ

す
か
と
思
わ
れ
、
そ
の
講
説
を
し
て
尼
君
に
「
言
は
せ
て
聞
か
せ
た
て
ま
つ
」
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
維
摩
会
七
日
間
の
う
ち
の
講

問
論
義
の
形
式
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
（
高
山
有
紀
氏
『
中
世
興
福
寺
維
摩
会
の
研
究
』
六
九
頁
）
。
一
方
で
、
吉
野
聖
の
弟
子
た
ち
に
は

繊
法阿
弥
陀
経
を
読
諦
さ
せ
「
絶
え
ず
読
ま
せ
て
聞
か
せ
た
て
ま
つ
」
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
は
自
ず
か
ら
別
様
の
方
法
が
講
じ
ら



れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
日
々
に
尊
き
こ
と
ど
も
を
言
は
せ
て
聞
か
せ
た
て
ま
つ
り
給
ふ
」
、
「
経
の
声
絶
え
ず
読
ま
せ
て
聞
か
せ
た
て
ま

つり
」
、
「
こ
と
ど
も
を
せ
さ
せ
て
、
聞
か
せ
た
て
ま
つ
り
給
ふ
に
」
と
尼
君
の
聴
覚
に
癒
し
の
方
策
が
種
々
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
浜
松
に
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
同
語
反
復
の
筆
癖
と
し
て
の
み
か
た
づ
け
ら
れ
な
い
描
写
で
は
あ
ろ
う
。

中
納
言
の
活
発
な
行
動

　中
納
言
の
懸
命
の
看
護
も
甲
斐
な
く
吉
野
尼
君
は
死
去
し
て
し
ま
い
、
そ
の
様
に
衝
撃
を
受
け
た
姫
君
は
失
神
し
て
し
ま
う
。
尼
君
往

生
に

途方
に
く
れ
る
人
々
の
様
相
に
、
中
納
言
は
「
し
ば
し
庭
に
お
り
て
、
縁
に
お
し
か
か
り
て
、
雲
の
た
た
ず
ま
ひ
、
満
ち
た
り
け
る

かを
り
も
、
音
に
こ
そ
か
か
る
こ
と
は
聞
き
つ
れ
、
め
づ
ら
か
に
あ
ら
た
に
あ
は
れ
な
る
こ
と
を
見
つ
る
か
な
と
、
う
ら
や
ま
し
う
か
な

し
う
お
ぼ
す
」
（
二
九
六
頁
）
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
毅
然
た
る
態
度
で
僧
た
ち
に
姫
君
へ
の
護
身
の
法
を
施
す
よ
う
に
　
　
　
一

「
縁
に

立ち
な
が
ら
」
指
示
す
る
。
先
ほ
ど
ま
で
は
「
庭
に
お
り
て
、
縁
に
お
し
か
か
」
っ
て
い
た
中
納
言
は
、
ひ
ら
り
と
縁
に
立
ち
　
　
2
1

上
っ
た
と
読
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
解
す
る
こ
と
は
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
後
の
記
述
は
、
彼
が
「
縁
に
立
ち
　
　
一

な
が
ら
の
た
ま
ひ
て
、
お
ぼ
し
つ
づ
く
る
」
姿
を
記
し
、
長
々
し
い
思
案
に
つ
い
て
の
後
に
「
か
ば
か
り
わ
が
心
か
ら
、
か
う
も
思
ひ
や

す
ら
ひ
、
お
り
立
て
る
、
か
な
し
、
と
お
ぼ
し
つ
づ
く
る
に
、
よ
う
つ
知
ら
れ
給
は
ず
の
ぼ
り
給
ひ
ぬ
」
（
二
九
八
頁
）
と
あ
る
。
こ
こ

か
ら
は
、
思
案
を
し
な
が
ら
実
は
中
納
言
は
再
び
庭
に
降
り
て
行
き
、
つ
い
先
ほ
ど
の
尼
君
の
往
生
の
奇
瑞
に
感
動
し
た
も
と
の
場
所
に

立ち
戻
っ
て
い
た
の
だ
と
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
縁
と
庭
と
を
往
復
し
て
い
る
中
納
言
の
実
に
軽
快
な
立
ち
居
振
る

舞
い
に
驚
き
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
中
納
言
が
も
と
よ
り
行
動
的
で
な
か
っ
た
と
言
う
つ
も
り
も
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
周
章
狼
狽
し

て
い
る
の
だ
と
解
せ
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
多
く
の
往
生
伝
に
記
さ
れ
る
類
型
的
な
話
型
に
即
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
宗
教
的
雰
囲

気
の
漂
う
場
面
に
お
い
て
、
感
動
に
包
ま
れ
て
い
る
中
納
言
が
こ
の
よ
う
に
右
往
左
往
し
て
い
る
さ
ま
は
、
厳
か
な
立
ち
居
振
る
舞
い
を

こ
そ
造
型
す
る
の
が
相
応
し
い
場
面
と
思
わ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
軽
快
な
行
動
は
、
狼
狽
す
る
様
を
克
明
に
な
ぞ
っ
て
い
る
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と
み
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
騒
然
と
し
た
状
況
に
漂
っ
て
い
る
主
人
公
の
姿
と
し
て
滑
稽
な
感
を
さ
え
伴
っ
て
い
る
と
読
め
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
そ
の
時
空
の
様
相
と
俊
敏
活
発
な
行
為
と
の
齪
顧
に
一
種
の
違
和
感
を
感
じ
、
そ
れ
が
期
せ
ず
し
て
暗
薔
な
空
気
を
和
ま
せ
る

働き
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
こ
れ
を
可
笑
味
の
あ
る
表
現
と
読
み
と
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
あ
た
り
に
類
似
の
表
現
が
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
、
若
干

の

検討
を
試
み
、
覚
え
書
き
を
加
え
た
。

そ
の
二
　
可
笑
味
に
つ
い
て

　浜
松
中
納
言
物
語
の
可
笑
味
の
少
な
さ
に
つ
い
て
は
夙
に
松
尾
聡
氏
の
詳
細
な
検
討
（
「
更
級
・
浜
松
・
寝
覚
に
描
か
れ
た
可
笑
味
に
就
い

て
」
．
『
平
安
時
代
物
語
論
考
」
所
収
）
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
加
え
る
べ
き
何
事
を
も
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
松
尾
氏
は
狭
衣
物
　
　
　
一

語
の

四十
箇
所
に
も
わ
た
る
可
笑
味
の
場
面
の
存
在
に
比
べ
、
浜
松
に
は
そ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
箇
所
は
数
箇
所
し
か
な
く
、
し
か
も
　
　
2
2

質的
に
も
は
る
か
に
劣
っ
て
い
る
と
し
て
具
体
的
に
説
明
を
施
さ
れ
、
「
こ
れ
に
よ
つ
て
作
者
が
い
か
に
機
智
ユ
ー
モ
ア
の
類
と
縁
遠
い
　
　
一

天性
の
人
で
あ
つ
た
か
が
明
ら
か
に
な
つ
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
」
（
四
一
八
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
物
語
の
も
つ
思
想
や
素
材
と
の

関
連
性
も
関
わ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
文
面
を
読
む
限
り
に
お
い
て
、
さ
き
に
み
た
中
納
言
の
軽
快
な
行
動
の
描
写
の
よ
う
に
、

作者
が
記
述
の
背
景
に
ひ
そ
か
に
潜
り
込
ま
せ
て
い
る
機
知
あ
い
た
も
の
を
も
可
笑
味
の
一
つ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
松
尾
氏
が
指
摘
さ
れ

た
も
の
以
外
に
な
お
い
く
つ
か
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
以
下
、
表
現
面
に
つ
い
て
気
付
い
た
箇
所
を
摘
記
し
て
お
き
た

い
。

「
逢
ふ道
」
と
「
近
江
路
」

巻

三

（
二三
）
「
中
納
言
、
唐
后
を
回
想
し
恋
慕
。
吉
野
に
便
り
」
（
「
古
典
全
集
』
巻
・
見
出
し
番
号
と
内
容
。
以
下
同
じ
。
）
と
い
う
箇
所



を
見
て
お
こ
う
。

中
納
言
は
唐
后
へ
の
思
い
の
代
償
と
し
て
み
吉
野
に
い
る
母
娘
の
世
話
に
十
分
な
配
慮
を
す
る
。
そ
の
中
納
言
の
行
為
に
触
れ
、
物
語
は

次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

　
　多
く
の
海
山
を
隔
て
て
、
契
り
を
結
び
た
て
ま
つ
り
て
、
燃
え
わ
た
る
胸
の
炎
、
さ
む
る
こ
と
に
は
、
た
だ
こ
の
こ
と
を
片
時
お
こ

　
　た
ら
ず
お
ぼ
し
い
と
な
み
て
も
、
逢
ふ
道
な
ら
ね
ば
、
何
の
し
る
し
も
な
か
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
三
頁
）

こ
の
「
逢
ふ
道
な
ら
ね
ば
」
と
い
う
箇
所
。
『
古
典
全
集
』
に
は
「
『
逢
ふ
道
な
ら
ね
ば
』
は
、
吉
野
路
で
『
近
江
路
な
ら
ね
ば
』
の
意
を

掛け
る
か
。
」
と
し
て
、
後
撰
集
の
歌
「
あ
ふ
み
ち
を
し
る
べ
な
く
て
も
見
て
し
か
な
関
の
こ
な
た
は
わ
び
し
か
り
け
り
」
を
引
い
て
お

ら
れ
る
。
唐
后
へ
の
止
み
が
た
い
思
慕
の
情
は
や
が
て
み
吉
野
に
い
る
吉
野
姫
君
に
移
行
す
る
こ
と
は
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
明
確
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
唐
后
の
母
親
で
あ
る
吉
野
尼
君
に
対
し
て
唐
后
に
代
わ
っ
て
の
孝
養
を
尽
く
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
行
為
で
は
　
　
　

あ
る
。
孝
養
心
は
当
然
男
女
の
恋
愛
と
は
異
な
り
、
ま
た
赴
く
先
は
吉
野
の
さ
ら
に
奥
な
る
み
吉
野
で
あ
る
。
近
江
路
が
「
逢
ふ
」
と
掛
　
　
2
3

詞
に
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
多
く
、
そ
の
多
く
は
男
女
の
恋
愛
を
詠
み
込
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
引
き
歌
と
し
て
の
後
撰
集
の
歌
も
　
　
　
一

恋
の

歌

（巻
十
一
・
恋
三
・
七
八
五
）
で
、
逢
坂
の
関
の
手
前
、
逢
う
直
前
ま
で
来
て
逢
わ
な
い
こ
と
は
つ
ら
い
こ
と
だ
と
い
う
気
持
ち

を
女
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
古
典
全
集
』
注
の
よ
う
に
、
「
逢
ふ
道
」
を
「
近
江
路
」
に
掛
け
て
読
ん
で
み
る
と
、
そ
れ
は
単
な
る

掛
詞
で
は
な
く
て
、
巧
み
な
機
知
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
吉
野
へ
の
道
は
「
逢
ふ
」
と
は
ほ
と
ん
ど
正
反
対
の
世
俗
乖
離
の
道
で
あ

り
、
「
近
江
路
」
で
は
な
い
ゆ
え
に
「
何
の
し
る
し
も
な
か
り
け
り
」
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
唐
后
を
慕
い
つ
つ
も
、
あ

た
か
も
そ
の
思
い
と
は
全
く
関
わ
り
の
な
い
吉
野
路
に
「
片
時
お
こ
た
ら
ず
お
ぼ
し
い
と
な
」
む
中
納
言
の
行
為
は
、
真
剣
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
焦
点
の
ズ
レ
に
読
者
と
し
て
の
滑
稽
さ
を
覚
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

類似
語
の
応
酬

浜松
中
納
言
物
語
注
釈
覚
書
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巻
四

（
一三
）
「
帰
京
し
た
中
納
言
、
尼
姫
君
に
吉
野
体
験
を
語
る
」
に
、
吉
野
尼
君
の
往
生
の
様
相
を
具
体
的
に
語
っ
た
中
納
言
の

言
葉
に
い
た
く
感
動
す
る
尼
姫
君
を
見
て
、
中
納
言
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　　
「
住
ま
ひ
の
深
き
浅
き
に
も
よ
ら
じ
。
い
つ
く
に
て
も
、
た
だ
心
か
ら
に
て
こ
そ
あ
ら
あ
。
市
の
中
に
て
こ
そ
、
ま
こ
と
の
聖
は
無

　
　
上菩
提
を
取
り
け
れ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
四
頁
）

こ
れ
に
対
し
て
尼
姫
君
は
「
い
と
深
か
ら
ぬ
心
は
、
住
ま
ひ
が
ら
に
こ
そ
」
と
即
座
に
応
じ
、
そ
の
こ
と
を
中
納
言
は
「
思
惟
仏
道
」
を

さ
す
の
だ
な
と
言
っ
て
い
る
。
た
が
い
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
率
直
に
言
い
合
う
場
面
で
あ
る
。
「
い
つ
く
に
て
も
、
心
か
（
が
）
ら
に

て
」
と
言
う
中
納
言
の
言
葉
に
、
否
、
そ
う
で
は
な
く
て
「
住
ま
ひ
が
ら
」
こ
そ
肝
要
だ
と
尼
姫
君
は
応
じ
て
い
る
。
中
納
言
が
宗
教
的

観
念
こ
そ
が
大
切
な
の
で
あ
る
と
言
う
の
に
対
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
現
実
の
環
境
こ
そ
が
大
切
な
の
だ
と
尼
姫
君
は
言
う
。
一
見
、
き
わ

め

て高
度
な
宗
教
論
の
よ
う
で
も
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
「
心
が
ら
」
と
い
う
　
　
　
一

語例
は
あ
る
が
、
「
住
ま
ひ
が
ら
」
と
い
う
語
は
他
の
作
品
に
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
住
ま
ひ
が
ら
」
と
い
う
稀
有
な
語
　
　
2
4

は中
納
言
の
「
心
が
ら
」
と
い
う
、
一
見
お
ご
そ
か
に
聞
こ
え
る
語
に
反
応
し
て
即
座
に
案
出
さ
れ
た
語
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
　
　
　
一

か
。
「
市
の
中
に
て
こ
そ
、
…
」
と
い
う
発
言
の
背
景
に
空
也
上
人
を
想
起
さ
せ
る
宗
教
哲
理
が
続
き
、
中
納
言
の
言
葉
に
重
み
が

加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
物
語
の
現
実
は
、
世
俗
を
離
れ
る
べ
く
訪
れ
た
み
吉
野
で
の
吉
野
尼
君
の
往
生
と
遺
さ
れ
た
吉
野
姫
君
へ

の少
な
か
ら
ぬ
動
揺
の
体
験
が
あ
り
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
仏
道
に
即
し
た
深
遠
な
哲
理
と
は
ほ
ど
遠
い
姿
勢
で
あ
っ
た
。
自
ら
こ
そ
出
家

の身
と
な
り
仏
道
三
昧
の
日
々
を
送
る
尼
姫
君
に
は
中
納
言
の
心
底
が
手
に
と
る
よ
う
に
見
え
る
。
理
屈
で
は
哲
理
を
説
く
こ
と
が
で
き

ても
実
際
の
心
は
そ
れ
と
は
裏
腹
で
は
な
い
の
か
。
尼
姫
君
は
、
中
納
言
の
言
葉
に
即
座
に
反
応
し
、
「
心
が
ら
」
と
説
く
言
葉
に
「
住

ま
ひ
が
ら
」
と
応
じ
て
反
論
し
、
取
り
澄
ま
し
た
中
納
言
の
言
動
を
い
わ
ば
茶
化
し
た
の
で
は
な
い
か
。
語
構
成
と
し
て
み
れ
ば
、
「
か

ら
」
は
接
尾
語
で
、
「
も
の
の
『
本
質
的
な
あ
り
さ
ま
』
を
意
味
す
る
体
言
を
構
成
し
た
と
思
は
れ
る
」
（
阪
倉
篤
義
氏
『
語
構
成
の
研
究
』

三
七
三頁
）
も
の
で
あ
っ
て
、
「
山
カ
ラ
」
「
神
カ
ラ
」
「
ハ
ラ
カ
ラ
」
「
ヤ
カ
ラ
」
な
ど
の
語
の
よ
う
に
造
語
さ
れ
て
い
く
。
当
然
「
住
ま



ひ

がら
」
も
そ
の
中
に
入
っ
て
こ
よ
う
。
心
通
う
仲
な
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
な
応
酬
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の

見
事な
や
り
と
り
に
機
知
を
読
み
と
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
適
切
な
こ
と
と
は
思
え
な
い
。

同
音
両
義
語
の
反
復

　
巻
四

（
一七
）
「
道
中
、
中
納
言
は
唐
后
と
の
秘
事
を
姫
君
に
語
る
」
に
、
中
納
言
が
吉
野
姫
君
に
語
る
こ
と
ば
。

　　
「
そ
の
ゆ
か
り
と
思
ひ
わ
び
、
た
つ
ね
出
で
た
て
ま
つ
り
し
な
れ
ば
、
か
た
み
に
そ
の
ゆ
か
り
と
お
ぼ
せ
。
思
ひ
聞
こ
ゆ
る
な
り
。

　
　
か
の御
か
た
み
の
児
の
は
べ
る
と
こ
ろ
に
な
む
、
お
は
し
ま
す
べ
け
れ
ば
、
は
る
か
な
る
御
か
た
み
と
な
む
お
ぼ
す
べ
き
ぞ
」
と
長

　
　き
夜
す
が
ら
聞
こ
え
明
か
し
給
ふ
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
三
六
・
三
三
七
頁
）

こ
こ
で
は
中
納
言
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
会
話
文
の
中
に
「
か
た
み
に
」
と
「
御
か
た
み
」
と
い
う
語
が
連
鎖
す
る
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
　
　
　
一

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
5

　吉
野
姫
君
を
京
に
連
れ
出
す
中
宿
り
で
、
中
納
言
は
吉
野
姫
君
の
姉
に
あ
た
る
唐
后
へ
の
思
い
を
告
白
す
る
。
こ
の
問
わ
ず
語
り
は
体
　
　
　
一

験
を
述
べ
な
が
ら
、
じ
つ
は
吉
野
姫
君
へ
の
思
い
を
秘
め
た
も
の
で
は
あ
っ
た
。
右
の
引
用
文
の
直
前
に
は
、
「
い
と
ど
し
き
涙
は
ひ
と

つ
に

流
れ
あ
ひ
ぬ
る
も
、
か
た
み
に
い
と
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
。
」
と
あ
り
、
中
納
言
と
吉
野
姫
君
と
は
互
い
に
心
が
通
い
合
う
仲
だ
と

い
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
地
の
文
に
「
か
た
み
に
い
と
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
」
と
あ
り
、
中
納
言
の
会
話
文
中
に
「
か
た
み

に
そ
の
ゆ
か
り
と
」
、
「
か
の
御
か
た
み
の
」
「
は
る
か
な
る
御
か
た
み
と
」
と
連
続
し
て
「
か
た
み
」
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
両
語
が
各
々
「
片
身
」
、
「
形
見
」
か
ら
発
す
る
と
い
う
自
ず
か
ら
な
る
意
味
上
の
相
違
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
あ
た
り
の
中
納

言
の
会
話
の
中
に
同
音
の
語
を
繰
り
返
し
連
呼
さ
せ
る
よ
う
な
仕
儀
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
、
作
者
の
ま
た
仕
組
ん
だ
機
知
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
え
る
。
そ
う
思
え
て
き
た
の
は
、
巻
四
の
引
用
文
よ
り
も
う
少
し
後
に
あ
る
吉
野
姫
君
と
中
納
言
と
の
歌
の
贈
答
の
場
面

で
、
吉
野
姫
君
が
「
見
も
果
て
で
別
れ
や
し
な
む
と
思
ふ
か
な
か
た
み
に
か
か
る
か
た
み
と
思
ふ
に
」
と
い
う
歌
を
よ
む
場
面
が
あ
り

浜松
中
納
言
物
語
注
釈
覚
書
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（
三
六
七頁
）
、
そ
の
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
「
か
た
み
」
が
「
形
見
」
と
「
互
い
に
」
と
の
掛
詞
に
な
る
こ
と
は
和
歌
の
修
辞
法

であ
り
、
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
例
え
ば
最
近
の
も
の
で
は
、
神
作
光
一
氏
編
『
八
代
集
掛
詞
一
覧
』
に
も
用
例
が
多
く
引
い

てあ
る
。
）
「
か
た
み
に
か
か
る
か
た
み
」
と
は
ま
さ
に
「
か
た
み
」
の
両
義
を
効
果
的
に
、
か
つ
韻
律
的
に
も
戯
歌
風
に
詠
み
込
む
修
辞

法
で
は
な
い
か
。
効
果
的
に
用
い
て
い
る
こ
と
に
は
異
論
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
戯
歌
風
と
い
う
点
に
は
異
論
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ

そ
が
特
殊
な
会
話
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
和
歌
の
効
果
的
な
用
い
方
で
あ
る
と
も
解
せ
よ
う
。
た
だ
引
用
文
で
の
用
法
に
関
し
て
の
み
言

う
な
ら
ば
、
「
か
た
み
」
は
「
ゆ
か
り
」
と
同
等
の
価
値
を
有
す
る
重
要
な
鍵
語
で
あ
る
。
中
納
言
の
言
葉
に
は
「
か
た
み
に
（
オ
互
イ

ニ

）
」
唐
后
の

「
か
た
み
（
形
見
ト
シ
テ
ノ
若
君
）
」
を
見
守
っ
て
い
き
た
い
と
間
接
的
な
愛
情
告
白
を
し
て
い
る
と
も
理
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
重
要
な
語
を
「
互
い
に
」
と
い
う
副
詞
か
ら
抽
象
的
な
「
形
見
」
と
い
う
語
へ
繋
い
で
い
く
語
り
口
は
見
過
ご
さ
れ
や
す
い
こ
と

の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
中
納
言
の
巧
み
な
機
知
と
捉
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
あ
と
に
二
人
が
交
わ
す
贈
答
歌
に
「
夢
の
　
　
　
一

ゆ

か
り
」
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
か
た
み
」
は
ま
さ
に
「
ゆ
か
り
」
を
引
き
出
す
語
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
の
で
　
　
2
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あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

式
部卿
宮
の
反
応

　さ
き
に
引
用
し
た
松
尾
聡
氏
の
可
笑
味
に
関
す
る
論
考
中
に
「
『
中
納
言
と
式
部
卿
宮
』
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
唯
一
の
可
笑
味
」
と

し
て
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
巻
四
（
二
三
）
の
「
式
部
卿
宮
来
訪
。
中
納
言
を
羨
み
、
女
性
談
義
」
の
項
で
、
式
部
卿
宮
が
中
納
言
の
行

動を
聖
人
君
子
な
の
は
表
面
だ
け
で
は
な
い
の
か
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
中
納
言
は
こ
れ
を
肯
定
し
、
「
し
た
（
中
身
）
は
凡
夫
な
る

ぞ
」
と
軽
く
い
な
し
た
箇
所
で
あ
る
。
松
尾
氏
は
「
大
体
あ
る
和
か
さ
を
も
つ
た
機
智
で
」
は
あ
る
が
、
源
氏
物
語
に
比
し
て
格
段
の
見

劣り
が
す
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
巻
三
で
の
中
納
言
の
帰
朝
報
告
に
対
し
て
「
さ
る
人
々
を
見
置
き
て
、
わ
れ
な
ら
ば
帰
ら
ざ
ら
ま

し
」
（
二
六
八
頁
）
と
も
言
っ
て
羨
ま
し
が
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
式
部
卿
宮
は
相
手
が
中
納
言
で
あ
れ
ば
存
分
に
軽
口
が
た
た
け



る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
式
部
卿
宮
は
「
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
あ
た
り
聞
け
ど
、
ま
た
近
劣
り
す
る
そ
や
」
と
譜
誰
と
も
滑
稽
と
も
思
え

る
発
言
を
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
記
述
ま
で
も
含
め
て
可
笑
味
と
み
る
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

衛
門
督
北
の

方
の
容
貌

　
今
井源
衛
氏
は
源
氏
物
語
の
ユ
ー
モ
ア
の
諸
相
に
つ
い
て
具
体
的
に
個
々
の
例
を
説
か
れ
た
中
に
、
人
物
の
外
形
と
心
の
滑
稽
さ
の
点

に

触れ
、
「
道
化
の
役
割
を
完
壁
に
果
」
た
し
て
い
る
末
摘
花
を
典
型
的
な
例
と
し
て
あ
げ
て
お
ら
れ
る
（
『
源
氏
物
語
へ
の
招
待
』
九
五
～

九
七頁
）
。
浜
松
に
は
こ
れ
に
相
当
す
る
人
物
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
の
、
巻
五
（
六
）
「
帰
途
、
衛
門
督
先
妻
宅
を
垣
間
見
て

感
慨
深し
」
の
箇
所
で
、
中
納
言
が
「
築
地
の
く
つ
れ
よ
り
明
け
ぐ
れ
の
霧
の
ま
ぎ
れ
」
か
ら
衛
門
督
の
北
の
方
の
わ
び
し
い
暮
ら
し
ぶ

り
を
垣
間
見
る
条
で
の
北
の
方
の
容
貌
描
写
が
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
適
う
よ
う
に
読
み
と
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
ほ

の

ぼ
の
と
見
ゆ
る
人
ざ
ま
、
細
や
か
に
い
や
し
か
る
ら
む
と
は
見
え
ぬ
も
の
か
ら
、
面
長
に
い
と
白
う
な
ど
あ
る
べ
か
あ
り
と
見
　
　
2
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　ゆ
る
に
、
思
ひ
よ
そ
へ
寄
り
た
る
人
の
御
お
も
か
げ
に
、
た
と
し
へ
な
う
、
つ
ゆ
ば
か
り
か
よ
ひ
た
る
と
こ
ろ
な
か
り
け
り
。
　
　
　
　
一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
三
九

二頁
）

「
思
ひ
よ
そ
へ
寄
り
た
る
人
」
で
あ
る
吉
野
姫
君
と
は
全
く
似
通
っ
て
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
あ
る
。
上
品
で
面
長
で
色
白
な
様
子
が

「
つ
ゆ
ば
か
り
か
よ
ひ
た
る
と
こ
ろ
な
か
り
け
り
」
に
よ
っ
て
全
く
逆
効
果
と
し
て
作
用
し
、
衛
門
督
に
捨
て
ら
れ
る
の
も
も
っ
と
も
だ

と
中
納
言
に
妙
な
合
点
を
さ
え
付
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
を
た
ん
な
る
滑
稽
と
判
断
す
る
に
は
い
さ
さ
か
の
抵
抗
感
は
あ

る
。
こ
の
あ
と
に
中
納
言
は
自
分
な
ら
捨
て
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
と
し
き
り
に
同
情
し
て
い
て
、
む
し
ろ
あ
わ
れ
な
女
性
の
落
醜
し
た
姿

と
み
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
よ
け
い
に
衛
門
督
の
北
の
方
の
容
貌
が
気
に
な
っ
て
く
る

の

であ
る
。
「
た
と
し
へ
な
う
、
つ
ゆ
ば
か
り
」
と
い
う
全
面
否
定
の
背
景
に
末
摘
花
の
扱
い
に
通
う
も
の
を
読
み
と
り
、
そ
れ
を
あ
え

て朧
化
さ
せ
た
記
述
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

浜松
中
納
言
物
語
注
釈
覚
書



浜松
中
納
言
物
語
注
釈
覚
書

　他
の
平
安
末
期
物
語
に
比
し
て
浜
松
中
納
言
物
語
の
表
現
は
あ
ま
り
に
深
み
が
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
源
氏
物
語
を
読
ん
で
い
る
者

に
と
っ
て
そ
の
評
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
適
切
な
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
子
細
に
文
言
を
眺
め
て
み
、
ま
た
視
点
を
異
に
し
て
み
る

な
ら
ば
、
案
外
思
い
が
け
な
い
記
述
に
で
く
わ
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宮
下
清
計
氏
や
松
尾
聡
氏
、
池
田
利
夫
氏
ら
に
よ
っ
て
深
め
ら

れ
た
注
釈
作
業
に
学
び
、
さ
ら
に
最
近
の
諸
論
考
を
参
考
に
し
つ
つ
読
み
継
い
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

（付記
）
本
稿
は
浜
松
中
納
言
物
語
の
全
注
釈
作
業
の
手
控
え
の
中
か
ら
、
全
文
の
掲
載
で
き
な
い
も
の
を
部
分
的
に
綴
り
合
わ
せ
ま
と
め
て
み

　
　
た
も
の
で
す
。

一
2
8一


