
（1）

『
六
条
葵
上
物
語
』
翻
刻
・
注
釈
研
究
か
ら
み
る
擬
人
化
さ
れ
た
物
語

伊　

藤　

信　

博 

三　

好　

俊　

徳 
 

畑　
　
　

有　

紀 
 

菊　

間　

美　

帆 
 

樋　

口　

千　

紘 
 

末　

松　

美　

咲

一
．
は
じ
め
に

　
『
六
条
葵
上
物
語
』
は
、一
九
七
七
年
に
京
都
大
学
国
文
学
研
究
室
に
よ
っ

て
、
愛
知
県
に
あ
る
明
眼
院

一

か
ら
発
見
さ
れ
た
お
伽
草
子
で
あ
る
。
筆

者
は
道
勝
親
王
と
さ
れ
、
元
和
六
年(

一
六
二
〇)

に
薨
去
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、室
町
後
期
か
ら
江
戸
初
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。

こ
の
明
眼
院
や
筆
者
に
つ
い
て
は
、『
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
六
』（
臨

川
書
店
、
一
九
七
八
年
）
が
詳
細
に
解
説
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
説
明
は
省

く
こ
と
と
す
る

二

。

　

さ
て
、
こ
の
物
語
の
題
を
み
る
と
、「
六
条
葵
上
」
と
名
付
け
ら
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
と
葵
上
の
争
い
を
パ
ロ
デ
ィ
と

し
た
「
論
争
物
」
に
も
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
六
条
」
と
は
「
六
条

豆
腐
」
で
あ
り
、「
葵
上
」
と
は
、「
蕎
麦
」
の
女
房
詞
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
物
語
は
「
食
物
」
を
擬
人
化
し
た
物
語
で
あ
り
、
内
容
は
、「
論
争
物
」

と
も
形
態
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
食
物
を
主
題
と
し
た
そ
の
物
語
か

ら
は
、
室
町
後
期
か
ら
江
戸
初
期
の
食
物
を
擬
人
化
し
た
物
語
を
繋
ぎ
、
新

た
な
物
語
創
作
が
展
開
す
る
前
段
階
の
作
品
と
考
え
ら
れ
、
焦
点
を
そ
の
部

分
に
限
っ
て
、
分
析
を
行
い
た
い
。
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二
．
作
品
の
特
徴

　

こ
の
作
品
に
は
、
蕎
麦
、
六
条
豆
腐
、
蕨わ
ら
び、
大
根
、
独う

ど活
、
麩
、
梅
干
し
、

土つ
く
し筆
、
海
苔
、（
青
海
苔
、
伊
勢
海
苔
、
出
雲
海
苔
、
富
士
海
苔
な
ど)

、
座

禅
豆
、
納
豆
、
芋
、
筍
た
け
の
こ、
若わ
か
め布
、
古ふ
る
め布
、
随ず
い
き喜
、
萵ち
し
や苣
、
蓮
、
茗み
や
う
か荷
、
蕗ふ
き
な

ど
が
擬
人
化
さ
れ
て
描
か
れ
る
。
ま
た
、
死
後
に
地
獄
で
苦
し
む
こ
れ
ら
の

食
物
が
順
に
調
菜
の
僧
の
夢
に
現
れ
、
僧
が
経
を
詠
み
、
彼
ら
の
弔
い
を
望

む
物
語
で
あ
る
。

　
「
食
物
尽
し
」
で
描
か
れ
て
い
る
点
で
は
、『
常
盤
の
姥
』
や
『
猫
の
そ
う

し
』、『
月
林
草
』、
絵
巻
で
は
、『
大
黒
舞
絵
巻
』、
さ
ら
に
、『
酒
飯
論
絵
巻
』

と
同
様
の
作
品
で
あ
る
。

　
『
常
盤
の
姥
』
で
は
、「（
前
略
）
し
ろ
き
こ
め
か
な
、
ひ
め
に
し
て
、
ゆ

を
も
の
ま
は
や
、
し
な
／
＼
と
、
ゆ
、
か
う
、
か
ん
し
、
た
ち
は
な
、
け
ん

し
や
く
ろ
、
く
り
、
か
き
、
な
つ
め
、
す
も
ゝ
、
り
ん
ご
や
な
し
（
後
略
）」 

と
死
を
迎
え
た
老
婆
が
様
々
な
食
を
渇
望
す
る
姿
が
描
か
れ
、「
南
無
阿
弥

陀
仏
、
酒
か
な
飲
ま
ふ
。
あ
ら
、
腰
痛
や
。
膝
痛
や
。
の
ど
渇
き
や
。」、「
青

海
苔
、
あ
ま
海
苔
、
と
つ
さ
か
海
苔
、
そ
の
他
万
の
海
草
、
食
い
た
や
な
。

南
無
阿
弥
陀
仏
、
あ
ら
苦
し
。」
な
ど
と
記
さ
れ
、「
食
物
尽
し
」
の
良
い
例

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
記
さ
れ
る
果
蔬
は
、
早さ
わ
ら
び蕨
、
松
茸
、
平
茸
、
栗
竹
（
茸
）、
滑な
め

薄す
す
き、椎
茸
、野と

老こ
ろ
、葛
の
根
、か
の
し
た
（
ハ
リ
茸
科
の
茸
）、し
め
り
た
け
（
シ

メ
ジ
科
の
茸
）、
鼠
茸
、
つ
き
よ
た
け
、
篠
茸
、
梨
、
柑
子
、
橘
、
柿
、
ゆ
こ
う
、

栗
、
桃
、
李
、
林
檎
、
枇
杷
、
山
桃
、
岩
梨
、
や
ま
い
ち
ご
、
榎
の
実
、
あ

お
む
め
、
か
ち
く
り
、
餅
、
白
米
、
か
ゐ
も
ち
い
な
ど
で
あ
る
。

　

一
方
、
僧
の
夢
に
現
れ
る
点
で
は
、
室
町
後
期
の
『
猫
の
そ
う
し
』
と
同

様
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
猫
と
鼠
の
争
い
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
が
、
後
半

部
分
に
は
、「
野
老
、
蕨
、
鏡
餅
、
花
び
ら
餅
、
煎
餅
、
ア
ラ
レ
、
か
き
餅
、

御
輿
米
」
な
ど
食
物
も
記
さ
れ
る
。

　

た
だ
、『
六
条
葵
上
物
語
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
食
物
が
当
時
に
ど
の
よ

う
に
調
理
さ
れ
た
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
使
わ
れ
た
か
が
表
現
さ

れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。「
六
条
豆
腐
」
は
、「（
前
略
）
飲お
ん
し
ゆ酒
の
科
の
酬
ひ

ゆ
へ
、
酒さ
か
し
ほ塩
か
け
ら
れ
て
、
乾か
は

く
間ま

も
な
き
箸は
し

の
雫し
つ
くに
し
た
め
ら
れ
て
（
後

略
）」、「
大
根
」
は
、「
新あ
ら
た
ま玉
の
春
の
始
め
の
御
祝
ゐ
に
、
歯
固
め
と
申
す・

事

の
侍
る・

は
、
餅も
ち
ゐの
上う
へ

に
置を

か
る
るゝ
を
鏡
か
ゝ
み

草
と
申
す・

と
や
ら
ん
。
確た
し

か
な
ら
ぬ

こ
と
な
れ
ど
も
、
受う

け
給
ひ・

置を

き
侍
る
な
り
。」
と
調
理
法
や
そ
の
立
場
が

記
さ
れ
る
。

　
「
六
条
豆
腐
」
は
乾
燥
し
て
お
り
、
最
初
に
「
削
ら
れ
て
」
と
記
さ
れ
、

そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
調
理
さ
れ
た
の
か
が
分
か
り
、「
大
根
」
は
、
正
月

の
鏡
餅
の
上
に
当
時
は
飾
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
記
す
。
そ
し
て
、
こ
の
延
長

上
に
あ
る
作
品
が
『
月
林
草
』
で
あ
り
、『
六
条
葵
上
物
語
』
よ
り
、
そ
の

描
写
に
は
、
調
理
の
仕
方
な
ど
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
六
条
葵
上
物
語
』、『
月
林
草
』
は
擬
人
化
さ
れ
た
食
物
が
、
幽
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界
か
ら
現
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。『
六
条
葵
上
物
語
』で
は
、「
葵
上（
蕎
麦
）」

が
「（
前
略
）
辛つ
ら

き
こ
の
世
に
種
子
を
残
し
、
罪
を
犯お
か

す
に
よ
り
て
、
鉄
く
ろ
か
ねの

鍋な
へ

の
地
獄こ
く

に
堕お

ち
入
り・

て
、
熱あ
つ

き
湯ゆ

を
浴あ

び
、
蓼た
で
、
山さ
ん
せ
う椒
に
和あ

へ
ら
れ
て
辛か
ら

き
目め

を
見

三

、
剣つ
る
き
の
ご
と
く
な
る
向む
か
は歯
、
奥お
く
は歯
に
噛か

み
立た

て
ら
る
るゝ
こ
と
、

な
ほを

ざ
り
な
ら
ぬ
苦く
る

し
み
な
り
。
願ね
か

は
く
ば
、
御
僧
経
を
読よ

み
て
後あ
と

を
訪と

い

て
給
ひ・

給
へ
。」
と
地
獄
の
苦
し
み
を
説
く
。

　
「
六
条
豆
腐
」
も
上
記
し
た
が
、「
飲お
ん
し
ゆ酒
の
科
の
酬
ひ
ゆ
へ
、
酒さ
か
し
ほ塩
か
け
ら

れ
て
、
乾か
は

く
間ま

も
な
き
箸は
し

の
雫し
つ
くに
し
た
め
ら
れ
て
、
悲か
な

し
け
れ
ば
、
浮う
き

世
の

人
の
情
け・

は
何
な
ら
ず
。
た
だゝ
よ
く
跡
を
訪と

ひ
て
給
ひ・

給
へ
」
と
弔
い
を
望

む
の
で
あ
る
。

　

同
様
な
描
写
は
、『
黄と
こ
ろ精
』（
狂
言
、
天
正
本
）
に
も
現
れ
る
。
僧
と
野
老

を
掘
り
出
す
野
老
掘
り
の
前
に
、
野
老
の
亡
霊
が
登
場
し
、「
そ
も
そ
も
山

深
き
と
こ
ろ
を
鋤
鍬
に
て
掘
り
起
こ
さ
れ
て
、
三
途
の
川
に
て
、
振
り
濯
か

れ
て
、
地
獄
の
釜
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
、
く
ら
く
ら
と
煮
や
う
ら
か
し
て
暇

も
な
き
と
こ
ろ
を
、
御
慈
悲
深
き
釈
尊
に
掬
い
上
げ
ら
れ
、
少
し
苦
患
の
暇

か
と
思
へ
は
、
包
丁
小
刀
お
っ
と
り
も
っ
て
、
髭
を
む
し
ら
れ
皮
を
た
く
ら

れ
、
茶
の
子
の
数
々
（
後
略
）」
と
、
地
獄
に
落
ち
て
苦
し
み
、
僧
に
弔
い

を
望
む
野
老
の
亡
霊
を
描
く

四

。
そ
し
て
、
当
時
の
調
理
法
も
分
か
る
の

で
あ
る
。

　

一
七
世
紀
成
立
の
狂
言
「
大お
お
く
ら蔵
虎と
ら

明あ
き
ら

本
」
の
「
た
こ
」
で
は
、「（
前
略
）

照
る
日
に
さ
ら
さ
れ
、
足
手
を
削
ら
れ
、
塩
に
さ
さ
れ
て
、（
中
略
）、
仏
果

に
至
る
あ
り
が
た
さ
よ
。
た
だ
一
声
ぞ
な
む
阿
弥
陀
仏
（
後
略
）」、「
栄さ
ざ
え螺
」

で
は
、「（
前
略
）
打
ち
割
り
む
し
り
取
ら
れ
て
、
塩
を
こ
ま
れ
、（
中
略
）、

炭
の
火
に
あ
ぶ
ら
れ
て
、
角
を
も
が
る
る
苦
し
み
な
る
を
、
今
あ
ひ
が
た
き

御
法
を
受
く
る
る
角
栄
螺
、（
後
略
）」、
近
世
で
は
、「
鯨
」
が
、「
身
を
づ

た
〵
に
、切
れ
つ
つ
。釜
に
煮
ら
る
る
。其
時
は
、灼
熱
地
獄
も
目
の
前
に
、（
中

略
）
適
々
御
僧
の
、
値
遇
に
よ
り
、
御
経
読
誦
の
功
力
に
て
、
天
上
に
生
ま

れ
ん
（
後
略
）」
な
ど
と
記
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
特
徴
を
考
え
る
と
、
こ
の
作
品
よ
り
以
前
に
成
立
し
た
『
常
盤

の
姥
』
や
『
猫
の
そ
う
し
』
な
ど
の
よ
う
に
、「
食
物
尽
し
」
や
名
所
、
名

産
品
を
表
現
す
る
だ
け
で
は
無
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
例
え
ば
、『
多

武
峰
延
年
詞
章
』「
開
口
」
が
、
鳥
や
山
川
草
木
、
花
、
名
所
、『
源
氏
物
語
』

五
十
四
帖
な
ど
を
擬
人
化
し
、
争
う
表
現
を
持
つ
が
、
名
所
、
名
産
品
を
列

挙
す
る
構
図
で
あ
り
、
新
た
な
年
に
向
け
て
の
豊
穣
の
祈
り
で
も
あ
る

五

。

た
だ
、『
六
条
葵
上
物
語
』
に
使
用
さ
れ
る
地
名
な
ど
は
『
月
王
・
乙
姫
物
語
』

の
表
現
と
同
種
で
あ
り
、
名
所
を
列
挙
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
唐
招
提
寺
の
修
正
会
に
お
け
る
「
餅
談
義
」
で
も
、「（
前
略
）

根
本
由
来
を
尋
ぬ
る
に
、
天
下
泰
平
、
五
穀
成
就
、
伽
藍
繁
栄
の
護
摩
餅
、

闇
夜
を
照
ら
す
鏡
餅
、
春
は
吉
野
の
花
餅
、
夏
は
富
貴
の
牡
丹
餅
、
秋
に
も

な
れ
ば
、
萩
の
花
餅
、
冬
は
雪
餅
、
烈
し
き
嵐
に
氷
餅
、
色
黒
う
し
て
味
わ

い
よ
き
は
奈
良
原
餅
、
近
江
路
や
大
津
に
つ
け
る
寿
子
餅
、
十
万
分
身
の
栗

餅
、
い
ず
れ
も
優
し
き
は
取
り
付
き
餅
、
松
に
か
か
れ
る
藤
の
花
餅
、
年
を
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重
ぬ
る
お
お
ち
餅
（
後
略
）」

六

な
ど
、
餅
の
名
産
物
を
、
場
所
を
示
し
て

列
挙
し
た
も
す
る
。
一
方
、『
六
条
葵
上
物
語
』
が
調
理
を
詳
細
に
説
明
す

る
目
的
で
記
さ
れ
た
と
も
言
い
難
い
。

　

そ
れ
よ
り
も
、
本
文
で
「
葵
上
」
が
「（
前
略
）
一
切
の
草さ
う
も
く
さ
う
り
ん

木
叢
林
は
、

一
地
よ
り
生お

ひ
出ひ

で
候
ふ・

。
一
雨
に
潤う
る
ほさ
れ
て
、
仏
に
随
ひ・

て
生せ
い
ち
や
う長す
と
説と

か
れ
た
り
。
こ
れ
、
し
か
し
な
が
ら
、
万
法
一
心
、
一
心し
ん

ま
た
万ま
ん
ほ
う法
な
り
。

さ
れ
ば
万
物
を
顕
す
姿す
か
たな
れ
ば
、
十
界
皆
成
仏
の
理
こ
と
は
りを
い
ふ
所
、
す
な
は
ち

草
木
国
土
悉
皆
成
佛
の
理
こ
と
は
りな
り
。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、全
て
の
「
動
・
植
物
」

も
人
間
と
同
様
に
「
成
仏
」
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
の
で
あ
り
、
逆
に
、
人

間
と
同
様
に
、
地
獄
道
に
落
ち
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

実
際
、六
条
御
息
所
と
葵
上
は
『
源
氏
物
語
』
で
は
、様
々
な
争
い
を
行
っ

て
お
り
、
こ
の
二
人
が
、
地
獄
道
に
落
ち
た
と
、
当
時
の
人
々
は
感
じ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。そ
の
反
映
が
こ
の
物
語
の
成
立
と
も
関
係
し
て
い
る
の
は
、

当
然
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、「
六
条
」
や
「
葵
上
」
の
よ
う
に
、
地
獄
に
落
ち
た
食
物
を
擬

人
化
し
て
描
く
こ
と
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
仏
陀
の
救
い
を
求
め
る

思
想
を
、
食
物
を
通
し
て
、
強
く
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
今
ま
で
、
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
食
物
も
六
道
輪
廻
の
世

界
で
生
き
て
い
る
思
想
を
も
強
く
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味

で
は
、
新
し
い
文
化
が
芽
生
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

徳
田
和
夫
氏
が
紹
介
す
る
江
戸
初
期
成
立
の
『
合
戦
巻
』（
伝
季
吟
筆
・

異
類
合
戦
物
『
合
戦
巻
』）

七

で
は
、
多
く
の
食
物
が
擬
人
化
の
対
象
と
な
っ

て
い
る

八

。『
六
条
葵
上
物
語
』
や
こ
の
『
合
戦
巻
』、
さ
ら
に
『
月
林
草
』

に
鑑
み
る
と
、「
食
」
そ
の
も
の
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
時
代

が
誕
生
し
、
食
物
の
擬
人
化
を
大
き
く
促
進
す
る
文
化
背
景
を
持
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
思
想
」
が
、
植
物
の

み
な
ら
ず
、
食
物
に
も
対
象
を
広
げ
た
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
作
品
が
成
立

し
た
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。

　

最
後
に
、
こ
の
本
文
・
注
釈
は
、
授
業
と
「
絵
も
の
が
た
り
」
研
究
会
で
、

参
加
メ
ン
バ
ー
全
員
に
よ
り
検
討
さ
れ
、末
松
美
咲
が
そ
の
全
体
を
ま
と
め
、

筆
者
が
監
修
を
行
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

　
三
．【
校
訂
本
文
】　

　
《
凡
例
》

　

一　

明
眼
院
蔵
写
本
『
六
条
葵
上
物
語
』
を
底
本
と
し
た
。

　

二　

通
読
の
便
を
考
え
次
の
よ
う
な
措
置
を
施
し
た
。

　

１
．
仮
名
遣
い
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
統
一
し
た
。
そ
の
場
合
、
も

と
の
仮
名
は
右
傍
に
示
し
た
。

　

２
．
底
本
の
表
記
を
適
宜
漢
字
・
仮
名
に
改
め
た
。
そ
の
場
合
、
原

文
を
右
傍
に
示
し
た
。
ま
た
、
原
文
に
ル
ビ
が
あ
っ
た
場
合
は
ゴ
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シ
ッ
ク
で
示
し
た
。

　

３
．
適
宜
、
濁
点
・
句
読
点
を
付
し
、
行
を
改
め
た
。

　

４
．
会
話
、
引
用
な
ど
は
「　

」
に
入
れ
て
示
し
た
。

　

５
．「
ゝ
」「
〳
〵
」　

な
ど
の
繰
り
返
し
記
号
は
、漢
字
に
続
く
「
々
」

以
外
は
用
い
な
い
こ
と
と
し
適
宜
改
め
た
。
そ
の
場
合
、
原
文
を

右
傍
に
示
し
た
。

　

６
．
そ
の
他
、
や
む
を
え
ず
本
文
を
校
訂
す
る
場
合
は
＊
を
付
し
て

注
を
ほ
ど
こ
し
、
校
訂
の
理
由
を
示
し
た
。

　

こ
こゝ
に
、
あ
る
男お
と
この
侍
る
が
、
時
は
卯
月
の
事
な
れ
ば
、
長な
か
〳
〵々

し
日
の
暮く

ら
し
難か
た

き
に
て
、
習な
ら

ひ
し
仮か
な
ふ
み

名
文
詠よ

み
な
ど
し
て
慰な
く
さみ
侍
る
折
ふ
し
、
あ
る

所
の
忌い
み

に
籠こ
も

り
侍
る
御
僧
来き

た
り
給
ひ
て
、
世
の
中
の
無む
し
や
う常
、
有う
ゐ
て
ん
へ
ん

為
転
変
の

物
語
し
給
ふ
つ
ゐ
で
に
、「
調て
う
さ
い菜
す
る
僧
の
候
ふ・

が
、
不ふ

し

き
思
議
の
夢
を
見
て

候
ふ・

」
な
ど
語か
た

り
出い
た

し
給
ふ
。

　
「
さ
ら
ば
、
徒つ
れ
〳然〵
の
慰な
く
さ
み
に
記し
る

し
付つ

け
ば
や
」
と
思
へ
ど
も
、
こ
の
男お
と
こ、

生し
や
う
と
く得
筆ふ
て

取と

る
事
も
心
に
任ま
か

せ
ず
、
言こ
と

葉
を
続つ
ゝ

け
侍
ら
ん
事
も
叶か
な

は
ね
ど共も
、

あ
ま
り
の
不ふ

し

き
思
議
な
る
間あ
ひ
た、
心
に
任ま
か

せ
、
短み
し
かき
筆
の
遊す
さ

み
に
書
付つ

け
侍
る
な

り
。

　

こ
れ
は
、
あ
る
御
方か
た

の
年
月
労い
た
はり
給
ふ
事
あ有

り
し
が
、
弥や
よ
ひ生
の
十
日
ば
か

り
よ
り
重お
も

く
な
ら
せ
給
ふ・

。
同を
な

じ
き
十
九
日
の
卯
の
刻こ
く

の
終
に
、
居ゐ

ま待
ち
の

月
の
影
薄う
す

く
、
雲
隠か
く

れ
行ゆ

く
に
異こ
と

な
ら
ず
、
朝あ
さ

日
待ま

つ
間ま

の
程ほ
と

な
く
、
本も
と

の
雫
と
な
り
果は

つ
る
。
草
葉
の
末す
ゑ

の
露
の
ご
と
く
消き

え
果は

て
給
ふ
悲か
な

し
さ

は
、
彼か
の

釈し
や
く
そ
ん
尊
の
入に
う
め
つ滅
に
、
鳥
獣け
た

物
に
至
る
ま
で
、
惜お

し
み
悲か
な

し
む
別わ
か

れ
路ち

も
、
こ
れ
に
は
い
か
で
勝ま
さ

る
べ
き
。
あ
る
ひ
は
御
子
、
あ
る
ひ
は
御
孫
、
御

同は
ら
か
ら胞
の
御
出し
ゆ
つ
け
さ
ま

家
様
も
、
あ
ま
た
お
は
し
ま
し
け
る
そ
の
御
中
に
も
、
御
歳と
し

勝ま
さ

り
た
る
御
方か
た

は
、
姉あ
ね

歯は

の
松
の
待ま

つ
こ
と
に
、
何
を
馮
み
て
永な
か

ら
ふ
ら
む
。

老ら
う
せ
う
ふ
ち
や
う

少
不
定
と
は
言い

ひ
な
が
ら
、
老
た
る
は
先さ
き
た立
つ
べ
き
に
、
残の
こ

り
留と

ま
れ
る

老お
い
そ
の
も
り

蘇
森
、
言
の
葉
な
し
と
憧あ
く
かれ
給
ふ
御
心
の
中
、
推お

し
量は
か

ら
れ
て
理
こ
と
は
りな
り
。

　

御
妹
の
御
方か
た

に
は
、
歳と
し

の
み
若
わ
か
の

浦う
ら

、
浪
立
ち・

遅を
く

れ
給
ひ
つ
つゝ
、
さ
て
も
尽つ

き
せ
ぬ
御
名な
こ
り残
を
、
誰た
れ

に
弓ゆ
つ
る弦
の
音ね

に
立た

て
てゝ
、
泣な

き
給
ふ
よ
り
外
の
事
ぞ

な
き
。
惜お

し
む
甲か

ひ斐
な
き
月
も
日
も
、今け

ふ日
よ
明あ

す日
よ
と
暮
れ
行
く・

ま
まゝ
に
、

七
日
七〳〵
日
の
御
仕し
わ
さ業
営い
と
なみ
給
ひ
け
る
に
、
色
々〳
〵

の
汁し
る

・
菜さ
い

を
盛も

り
た
る
中

に
、
蕎そ

は麦
を
和あ

え
た
る
と
六ろ
く
て
う条
を
削け
つ

り
た
る
と
あ
り
。
調て
う
さ
い菜
の
人
寄よ

り
合あ

ひ

て
、「
こ
れ
を
ば
い
づ
れ
を
上
に
置お

き
、い
づ
れ
を
下
に
置を

く
べ
き
ぞ
」
と
て
、

と
か
く
問も
ん
た
う答
に
お
よ
べ
り
。

　

傍か
た
は
ら
に
あ
り
け
る
人
の
申
す・

事
に
は
、「
お
も
し
ろ
き
争あ
ら
そ
ひ
か
な
。
古こ
き
ん今

の
序し
よ

に
は
『
人
丸
は
赤
人
の
上
に
な
ら
ん
事
難か
た

く
、
赤あ
か

人
は
人
丸ま
る

が
下し
た

に
立

たゝ
ん
事
難か
た

し
』
な
ど
こ
そ
侍
る
に
、こ
れ
は
興け
う

あ
る
御
問も
ん
た
う答
に
て
候
ふ・

ぞ
や
」

な
ど
戯た
は
ふれ
け
り
。

　

そ
の
僧そ
う

、
昼
の
経け
い
ゑ
い営
に
く
た
び
れ
て
、
ま
だ
宵よ
い

よ
り
枕ま
く
らを
傾か
た
ふけ
けゝ
る
所
に
、

昼ひ
る

盛も

り
た
り
つ
る
蕎そ

は麦
、
夢
に
見
え
て
申
す・

や
う
、「
哥
や
連
哥
の
言こ
と
は葉
に

あ
へ
物
と
申
す・

は
、
物
に
あ
や
か
る
と
申
す・

事
に
て
、
か
つ
は
昔
の
人
に
あ



（6）

言語文化論集　第XXXVII巻　第 1号

や
か
り
て
、
我わ

が
身
の
上う
え

を
申
す・

べ
し
。
紫む
ら
さ
き
し
き
ふ

式
部
の
筆ふ
て

の
ゆ
か
り
、
光
源
氏

の
物
語か
た
り

書か

き
あ
ら
は
せ
る
こ
と
の
侍
ら
ず
や
。
そ
の
名
こ
そ
蕎そ

は麦
と
は
申

し・

侍
れ
。
ま
こ
と
は
、
葵
あ
ふ
ひ
の

上
と
言い

は
れ
て
、
源け
ん
し氏
の
君
の
十
二
に
て
元け
ん
ふ
く服

し
給
ひ
し
そ
の
夜
よ
り
、
御
添そ

いひ

伏ふ

し
と
定さ
た

め
ら
れ
給
ひ
て
、
御
門
よ
り
の

御
哥
に
も
、

　

い
と
け
な
き　

は
つ
物も
と
歟ゆ
ひ
に　

永な
か

き
夜世

を　

契
る
心
は　

結む
す

び
込こ

め
つ
や

と
遊あ
そ

ば
し
て
、
父ち
ゝ
お
と
ゝ

大
臣
に
賜た
ま
はり
し
に
、

　

結む
す

び
つ
る　

心
も
深ふ
か

き　

元も
と
ゆ
ひ結
に　

濃こ

き
紫
の　

色
し
あ
せ
ず
は

と
御
返
哥し
歟

申
さ
せ
給
ふ・

。
や
が
て
そ
の
夜
、
同お
な

じ
車
に
て
出
給
ひ・

し
か
ば
、

二
葉は

よ
り
本ほ
ん
さ
い妻
の
契
り
あ
り
て
、夕
霧
を
生う

み
置お

き
た
り
し
我
が・

身
な
れ
ば
、

い
か
で
か
人
の
下
に
入は
ゐ

る
べ
き
。
こ
れ
よ
り
後
は
、
こ
の
趣
お
も
む
きよ
く
よ〳〵
く
心
得え

給
ひ・

な
ば
、
亡な

き
後あ
と

ま
で
も
嬉う
れ

し
う
こ
そ
侍
ら
め
。
も
し
な
ほを

下
に
置を

か
る

べ
く
は
、
我
が・

身
の
上
の
罪
を
留と
ゝ

め
給
へ
。
辛つ
ら

き
こ
の
世
に
種
子
を
残
し
、

罪
を
犯お
か

す
に
よ
り
て
、
鉄
く
ろ
か
ねの
鍋な
へ

の
地
獄こ
く

に
堕お

ち
入
り・

て
、
熱あ
つ

き
湯ゆ

を
浴あ

び
、

蓼た
で
、
山さ
ん
せ
う椒
に
和あ

へ
ら
れ
て
辛か
ら

き
目め

を
見
、
剣つ
る
きの
ご
と
く
な
る
向む
か
は歯
、
奥お
く
は歯
に

噛か

み
立た

て
ら
る
るゝ
こ
と
、
な
ほを

ざ
り
な
ら
ぬ
苦く
る

し
み
な
り
。
願ね
か

は
く
ば
、
御

僧
経
を
読よ

み
て
後あ
と

を
訪と

い
て
給
ひ・

給
へ
。」

　

こ此

の・

僧そ
う

、
夢
の
う
ち
に
申
す・

や
う
、「
い
か
な
る
経
を
読よ

み
て
、
吊
ひ
候

ふ・

べ
き
ぞ
。」
＊
１
問と

ひ
け
れ
ば
、「
法
華
経
は
諸
佛
出
世
の
冥め
う
り利
な
り
。
何

事
か
こ
れ
に
勝ま
さ

る
べ
き
。
殊こ
と

に
草
木
の
こ
と
を
説と

か
れ
た
れ
ば
、
薬や
く
さ
う
ゆ
ほ
ん

草
喩
品

を
読と
く
し
ゆ誦
し
給
へ
。『
一
切
の
草さ
う
も
く
さ
う
り
ん

木
叢
林
は
、
一
地
よ
り
生お

ひ
出ひ

で
候
ふ・

。
一

雨
に
潤う
る
ほさ
れ
て
、
仏
に
随
ひ・

て
生せ
い
ち
や
う長す
』
と
説と

か
れ
た
り
。
こ
れ
、
し
か
し

な
が
ら
、
万
法
一
心
、
一
心し
ん

ま
た
万ま
ん
ほ
う法
な
り
。
さ
れ
ば
万
物
を
顕
す
姿す
か
たな
れ

ば
、
十
界
皆
成
仏
の
理
こ
と
は
りを
い
ふ
所
、
す
な
は
ち
草
木
国
土
悉
皆
成
佛
の
理
こ
と
は
りな

り
。
し
か
れ
ば
一
味
の
法
雨う

を
受う

け
て
、
万
物
生
長ち
や
うす
る
は
薬や
く
そ
う
ゆ
ほ
ん

草
喩
品
の
心

な
り
」
と
細こ
ま

か
に
言い

ふ
を
聞
て
、
心し
ん
か
ん肝
に
染そ

み
て
覚
え
け
る
。

　

ま又た
片か
た

つ
方か
た

に
、
削け
つ

り
立
て・

た
る
髪か
み

の
上う
え

、
乱み
た

れ
た
る
心
地ち

し
も
な
く
、

気け
た
か高
く
見み

ゑ
た
る
姿す
か
た
あ
り
。
よ
く
よ〳〵
く
見
れ
ば
、
六
条
御の
み
や
す息
所
な
り
。「
何

故ゆ
へ

に
か
よ
う
に
て
ま
し
ま
す
ぞ
」
と
問
ひ・

奉
れ
ば
、「
こ
れ
は
先せ
ん
は
う坊
に
契
り

を
結
び・

し
に
、
後お
く

れ
奉
り
し
後
は
、
忌ゐ
も
いの
設ま
ふ

け
の
御
時
に
盛も

り
置お

か
れ
た
る

斎
宮
を
具く

し
奉
た
て
ま
つり
て
伊
勢
に
下く
た

り
、
返
り・

上の
ほ

り
て
は
、
万よ
ろ
つに
つ
け
て
人
目め

を

包つ
ゝ

む
の
み
な
る
に
、
今
御
斎
の
菜さ
い

に
な
り
て
、
葵
あ
ふ
ひ
の
う
へ
上
と
上
下
を
争あ
ら
そふ
戯た
は
ふれ
ご

と
を
便
り・

と
し
て
、
た
だゝ
今い
ま

こ
こゝ
に
立た

ち
寄よ

り
た
り
。
申
す・

に
つ
け
て
憚は
ゝ
かり

あ
る
事
な
れ
ど
も
、
葵
あ
ふ
ひ
の
う
え
上
と
申
す・

は
、
御
母は
ゝ

は
桐き
り
つ
ほ壷
の
御
門
の
御
妹
、
そ
れ

は
や
ご
と
な
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
摂せ
つ
し
や
う政の
北
の
方か
た

に
な
り
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
徒た
ゝ

人
と
や
申
す・

べ
き
。
我
は
先せ
ん
は
う坊
に
契
り
、
秋
好こ
の
むを
生う

み
置を

き
た
り
し
我
が・

身

な
れ
ば
、
徒た
ゝ

人
に
は
準な
そ
ら
へ
給
ふ
べ
か
ら
ず
。
し
か
る
を
上
下
を
争あ
ら
そ
ふ
事
は
、

心
得え

候
はわ

ぬ
事
と
は
思お
も

へ
ど
も
、
よ
し
や
こ
れ
は
我か
ま
ん慢
な
り
。
我わ
れ

昔む
か
し

持ち
き
や
う経

怠お
こ
たる
こ
と
な
し
。
そ
れ
を
慢ま
ん

ぜ
し
心
よ
り
、
魔ま
た
う道
に
堕お

ち
、
こ
れ
さ
へ
心

の
愛あ
た
こ宕
山
、
比ひ

え叡
の
大
嶽
、
比ひ

ら良
の
高
根
、
心
つ
く
し
の
彦ひ
こ

の
山や
ま

、
国
々〳
〵

、

所
々〳
〵

の
魔ま
し
よ所
を
栖
と
せ
り
。
や
やゝ
も
す
れ
ば
、
宿し
ゆ
う
え
ん縁、
昔
を
忘わ
す

れ
ず
し
て
、

古ふ
る
み
や宮
の
跡あ
と

に
立
ち・

返か
へ

り
、
経
読よ

む
者も
の

あ
ら
じ
と
、
心
の
中
に
「
万ま
ん
し
ゆ寿
万〳〵
寿
の
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番は
ん

の
鳶と
ひ

」
と
飛と

び
ざ
ら
ぬ
も
、我わ

が
妄ま
う
ね
ん念
の
故ゆ
へ

ぞ
か
し
。
よ
く
よ〳〵
く
思
へ
ば
、

因ゐ
ん
く
わ果
の
程
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
は
候
は
ず
。
御
斎
の
菜さ
い

と
な
れ
る
物
、
い
か

ほ
ど
多お
ほ

き
、
そ
の
中
に
、
葵
あ
ふ
ひ
の

上
と
六
条て
う

と
上
下
を
争あ
ら
そ
ふ
こ
と
の
侍
り
て
、

後
の
世
ま迄で
の
物
語か
た
り、
加
茂
の
祭ま
つ

り
の
物
見
車
、
所と
こ
ろ
せ狭
き
ま
で
立た

ち
並な
ら

べ
し

に
、
こ
と
に
人
目
を
忍し
の

び
、
車く
る
まを
人
溜た
ま

へ
の
奥お
く

に
押お

し
や
ら
れ
て
、
深ふ
か

き
思

ひ
を
し
、
血ち

を
し
お
ら
れ
て
、
百も
ゝ

度た
ひ

燻く
ゆ

る
煙
の
物
見み

、
我
身
ひ
と
つ
に
掻か

き

集あ
つ

め
て
、
や
ら
ん
か
た
な
か
り
し
。
古
い
に
し
への
恨う
ら

み
の
末す
ゑ

の
生い
き
す
た
ま霊、
た
ま
さ
か
に

て
も
立た

つ
名
を
ば
厭い
と

ふ
習な
ら

ひ
の
世
の
中
に
、
亡な

き
ま
で
も
留と
ゝ

ま
り
て
、
朽く

ち

せ
ぬ
名
こ
そ
口く
ち
お惜
し
く
候
へ
。
由よ
し

な
き
昔む
か
し
の
物
語か
た
り

申
し・

て
も
無
益
な
り
。

葵あ
ふ
ひ
の

上
の
望
み・

の
如こ
と

く
、
我わ
れ

も
昔む
か
しは
持ち
き
や
う
し
や

経
者
な
り
。
大
乗し
よ
う
め
ん
て
う

妙
典
を
読よ

み
給
ひ

て
、
後
生
善
所
と
廻ゑ
か
う向
し
給
へ
。
幼
い
と
け
なか
り
し
時
よ
り
も
内
住す

み
し
て
、
先せ
ん
は
う坊

に
枕
を
交か

は
せ
し
に
、
明
暮く
れ

酒
宴
を
専も
つ
は
ら
に
せ
し
。
飲お
ん
し
ゆ酒
の
科
の
酬
ひ
ゆ

へ
、
酒さ
か
し
ほ塩
か
け
ら
れ
て
、
乾か
は

く
間ま

も
な
き
箸は
し

の
雫し
つ
くに
し
た
め
ら
れ
て
、
悲か
な

し

け
れ
ば
、
浮う
き

世
の
人
の
情
け・

は
何
な
ら
ず
。
た
だゝ
よ
く
跡
を
訪と

ひ
て
給
ひ・

給

へ
」と
申
せ
ば
、「
安
き
程ほ
と

の
こ
と
な
り
。
御
経
読
み・

て
奉
た
て
ま
つる
べ
し
。
げ
に
や
、

受う

け
給
ひ・

お
よ
び
候
へ
ば
、
光
源
氏
の
御
心こ
ゝ
ろ

通
ふ
御
方
々〳
〵

は
あ
ま
た
侍
る

御
事
に
、
文ふ
み

の
言こ
と

葉
の
哥
の
さ
ま
、
優ゆ
ふ

に
や
さ
し
き
御
事
は
、
御宮

す息
所
に
て

こ
そ
ま
し
ま
す
に
、
都み
や
こ
の
う
ち
を
振ふ

り
捨
て
てゝ
、『
鈴す
ゝ
か鹿
川
、
八や

そ

せ
十
瀬
の
浪

に
濡ぬ

れ
濡〳〵
れ
ず
』
な
ど
詠ゑ
い

じ
給
ひ・

て
下く
た

り
給
ひ
し
か
ば
、
世
の
中
名
残
り
な

く
覚
え
給
ひ
し
こ
と
ぞ
か
し
。
懺さ
ん
け悔
の
ひ
と
つ
と
も
な
る
べ
け
れ
ば
、
一
首

遊
ば
し
給
へ
」
と
申
せ
ば
、
と
り
あ
へ
ず
、

　

や
す
か
ら
ぬ　

身
の
後
の
世
の　

あ
る
物
を　

み
や
す
所
と　

何
い
は
れ

け
ん

と
詠よ
　
　
　
た
ま

み
給
へ
ば
、「
げ
に
も
」
と
覚
え
て
お
も
し
ろ
し
。

　

ま
た
、
異こ
と
さ
ら皿
に
盛も

ら
れ
た
る
蕨わ
ら
ひ
の
あ
り
け
る
が
申
す・

や
う
、「
葵
あ
ふ
ひ
の

上
、

六ろ
く
て
う
の
み
や
す

条
御
息
所
の
事
、
こ
れ
み
な
源
氏
の
物
語
な
り
。
例た
と

へ
て
申
す・

も
便ひ
ん

な
け

れ
ど
も
、
＊
２
紫し
ち
ん塵
の
蕨わ
ら
ひ
と
申
す・

事
の
侍
れ
ば
、
蕨わ
ら
ひ
に
付つ

け
て
、
紫
む
ら
さ
きは
縁ゆ
か
り
あ

る
言こ
と
は葉
な
り
。
紫
む
ら
さ
き
の

上う
え

と
申
せ
し
は
、
源
氏
の
君
、
瘧
わ
ら
は
や
み、
呪
い
に
、
北
山

寺
に
出ゐ

で
給
ひ
し
つ
ゐ
で
に
、
初
草
の
若
紫
の
上う
へ

を
見
つ
る
よ
り
、
旅た
ひ

寝ね

の

袖
を
絞し
ほ

り
染そ

め
て
、
忘わ
す

る
るゝ
間ま

な
く
覚
え
給
し
が
、
つ
ひ・

に
迎む
か

へ
取と

り
、
御

親
の
兵
部
卿
の
宮
に
も
深
く
忍
び
給
ひ
し
上う
へ

は
、
ま
し
て
、
並な

べ
て
の
人

に
は
誰
に
も
知し

ら
せ
じ
と
隠か
く

し
給
ひ
し
事
な
れ
ど
も
、
ま
こ
と
に
紫し
ち
ん塵
の

若わ
か
　
　
　
わ
ら
ひ

き
蕨
、
人
手
を
握
り
、
碧へ
き
き
よ
く玉
の
寒
き
朝
、
錐き
り
ふ
く
ろ囊
に
脱
す
る
理
こ
と
は
りな
れ
ば
、

遍
く
知し

ら
ぬ
人
も
な
し
。
と
り
わ
き
と
き
め
き
給
ひ
し
人
の
縁ゆ
か
りな
れ
ば
、
恥

づ
か
し
な
が
ら
申
す・

な
り
。
こ
れ
の
み
な
ら
ず
、
早さ
わ
ら
ひ蕨
の
事
、
宇
治
の
優う

婆は

塞そ
く

の
宮み
や

の
御
向
ひ
の
寺
に
籠
り
給
ひ
て
、
そ
の
ま
まゝ
空む
な

し
く
な
り
給
ひ
し

に
、
姫
宮
た
ち
、
か
の
古ふ
る
み
や宮
に
残
り
留と
ゝ

ま
り
給
ひ
し
か
ば
、『
我
な
く
て
草

の
庵い
ほ
りは
荒
れ
ぬ
と
も
』
と
、
の
た給ま
ひ
置
き
し
言こ
と

の
葉
を
、
枯か

れ
ぬ
契
り
の

証し
る

し
に
て
、
明
け・

ぬ
暮
れ・

ぬ
と
過す

ご
し
給
ひ
し
に
、
僧そ
う
つ都
の
御
方か
た

よ
り
と
て
、

早さ
わ
ら
ひ蕨
持も

ち
て
参ま
い

り
た
り
。
そ
の
時
の
哥
に
『
常つ
ね

を
忘
れ
ぬ
初は
つ
わ
ら
ひ蕨な
り
』
と
あ

り
し
。
そ
の
返
哥
に
、

　

こ
の
春
は　

誰た
れ

か
に
見
せ
ん　

亡な

き
人
の　

形か
た
み見
に
摘
め
る　

峰み
ね

の
早
蕨
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と
侍
り・

し
。
今い
ま

の
や
う
に
覚お
ほ

え
、
い
と
どゝ
亡な

き
人
の
面お
も
か
け影
、
恋
し
う
こ
そ
侍

れ
。
こ
れ
も
源け
ん
し氏
の
物
語
、
哀
れ・

と
も
聞
き・

給た
ま

へ
」
と
て
、
憂う

か
り
つ
る
世

の
古
こ
と
ど
も
、
手
を
折
り
て
こ
そ
数か
そ

へ
け
れ
。

　

ま
た
、
大
根
も
そ
の
中
に
あ
り
け
る
が
、「
う
ら
や山
ま
し
の
御
方
々〳
〵

や
。

と
り
ど〳
り〵
に
懺さ
ん
け悔
の
物
語
し
て
、
跡あ
と

を
訪と

は
れ
給
ふ
事
よ
。
我わ

が
身
の
上う
へ

の

事
、
何な
に
こ
と事
を
申
さ
ん
と
も
覚お
ほ

え
候
は
ず
。
さ
り
な
が
ら
、
是せ

ひ非
を
申
さ
で
、

た
だゝ
弔と
ふ
らひ
給
へ
と
申
さ
ん
も
お
こ
が
ま
し
」
と
て
、
こ
の
大
根
も
か
ら
か〳〵
ら

と
う
ち
笑わ
ら

ひ
申
し・

け
る
は
、「
新あ
ら
た
ま玉
の
春
の
始
め
の
御
祝
ゐ
に
、
歯
固
め
と

申
す・

事
の
侍
る・

は
、
餅も
ち
ゐの
上う
へ

に
置を

か
る
るゝ
を
鏡
か
ゝ
み

草
と
申
す・

と
や
ら
ん
。
確た
し

か

な
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
も
、
受う

け
給
ひ・

置を

き
侍
る
な
り
。
さ
も
あ
る
と
覚
ゆ・

る

は
、
明
石
紫む
ら
さ
きの
姫
宮
の
餅
も
ち
ゐ

鏡か
ゝ
みに
向む

か
ひ
給
ひ
し
時
、『
溶と

け
ぬ
る
池い
け

の
鏡か
ゝ
みに

は
、
世
に
曇く
も

り
な
き
影
ぞ
並な
ら

べ
る
』
と
源
氏
の
君
も
遊あ
そ

ば
し
た
り
。
紫
む
ら
さ
き
の

上

の
御
哥
に
も
、

　

曇く
も

り
な
き　

池
の
鏡
の　

よ
ろ
づ
代
を　

住す

む
べ
き
影か
け

ぞ　

し
る
く
見み

え

け
る

と
祝い
は

ひ
給
ふ
。
こ
れ
、
歯は
か
た固
め
の
時
、
鏡か
ゝ
み
の
上う
へ

に
大
根こ
ん

引ひ

き
渡わ
た

し
た
り
し

寿こ
と
ふ
きな
り
。
い
か
な
る
貴た
か

き
人
々
に
も
、
歳と
し

の
始は
し

め
の
御
祝い
わ

ひ
に
は
い
た

だゝ
か
れ
参ま
い

ら
す
れ
ば
、
さ
の
み
賤い
や

し
く
思
ひ
給
ふ
べ
か
ら
ず
。
よ
し
や
賤い
や

し
く
と
て
も
、
仏
法
に
上
下
あ
る
べ
か
ら
ず
。
金こ
ん
か
う
は
ん
に
や

剛
般
若
の
経き
や
う
も
ん文
に
も
、

『
是せ
ほ
う
ひ
や
う
と
う
む
う
か
う
け

法
平
等
無
有
高
下
』と
説と

か
れ
た
れ
ば
、貴た
か

き
賤い
や

し
き
は
入
り・

候
ふ・

ま
じ
。

御
利り
や
く益
に
て
候
ふ・

べ
し
。
幸さ
い
はひ
我
が
名
を
説と

か
れ
た
る
経
文
あ
り
。
そ
れ
を

唱と
な

へ
て
給
ひ・

給
へ
」
と
申
せ
ば
、「
何
れ
の
御
経
に
候
ふ・

ぞ
」
と
問
ひ・

け
れ
ば
、

「
も
し
御
忘わ
す

れ
候
ふ・

や
ら
ん
。『
大
根
大
茎
大
枝
大
葉
』
と
候
ふ・

。
法
華
経
の

三
の
巻ま
き

に
侍
る
と
覚
え
候
ふ・

な
り
」
と
申
せ
ば
、「
さ
る
こ
と
の
侍
る
ぞ
や
。

必か
な
らず
読
誦
し
て
廻ゑ
か
う向
申
す・

べ
し
。
心
や
す
く
思
ひ
給
へ
」
と
約や
く
そ
く束
す
る
に
、

ま又た
次つ
き

に
独う

と活
の
あ
り
け
る
が
申
す・

や
う
、「
早さ
わ
ら
ひ蕨
の
物
語か
た
りに
、
北き
た

山
に
て

の
事
ど
も
ふ
と
思
ひ
出い

で
てゝ
申
す
な
る
。『
優う
と
ん
け

曇
華
の
花
待ま

ち
得え

た
る
心
地ち

し
て　

深み

山や
ま

桜さ
く
らに
目め

こ
そ
う
つ
ら
ね
』
と
、か
の
僧
都
の
詠ゑ
い

じ
給
ひ
し
な
り
。

『
是
人
甚
希
有
過
於
曇
華
』
と
も
説と

か
れ
て
候さ
ふ
ら
ふ
は
、
我
が・

名
を
表あ
ら
は
す
経
き
や
う
も
ん文

な
れ
ば
、
こ
れ
を
読よ

み
て
訪と

ひ
給
へ
」
と
、
と
り
ど〳〵
り
望の
そ

み
申
し・

け
り
。

　

ま
た
、
油あ
ふ
ら
い炒
り
の
麩ふ

の
さ
し
み
、
一
首
の
哥
を
ぞ
詠
じ
け
る
。

　
　

油あ
ふ
ら
さ注
し　

御
あ
か
し
灯
し　

後
の
世
を　

辿
る
闇や
み

路
の　

光
灯と
も

せ
ん

と
口
ず
さ
み
け
る
。

　

梅
法ほ
う
し師
と
土つ
く
〳
〵
し筆と
は
、
師
弟
の
契け
い
や
く約
し
け
る
故
、
辺あ
た

り
近ち
か

く
ぞ
候さ
ふ
らひ
け
る
。

此
土つ
く
〳
〵
し
筆
を
ば
、
田い
な
か舎
の
民た
み

の
申
し・

習な
ら

は
し
た
る
異い
み
や
う名
に
て
、
法ほ
う
し師
と
申
す・

な

り
。
弟て

し子
の
梅
法ほ
う
し師
、
土つ
く
〳
〵
し筆
の
顔か
ほ

を
見
て
申
す・

や
う
、「
も
と
よ
り
我
ら
は

法
体た
い

な
り
。
あ
な
が
ち
人
を
雇や
と

ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
自身
つ
から
経
を
読よ

み
念ね
ん
ふ
つ仏
を

申
し
こ
そ
せ
め
」
と
語か
た

ら
ひ
け
れ
ば
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
頭
か
し
ら

押お

し
剃そ

り
て
、
同お
な

じ
く
出し
ゆ
つ
け家
の
姿す
か
たに
身
を
や
つ
す
。
牛こ
は
う蒡
も
か
せ
髻
も
と
ゝ
り

押お

し
こ
そ
げ
、「
御
弟て

し子

に
参
る
べ
し
。
構か
ま

へ
て
構〳
へ〵
て
、
我
を
ば
小こ
は
う
す

坊
主
に
な
し
て
給
ふ・

べ
し
」
と

ぞ
望の
そ

み
け
る
。

　

さ
て
も
海の

り苔
の
品
々〳
〵

を
尋
ね・

ぬ
る
に
、
青
海
苔
、
伊い

せ勢
海の

り苔
、
出い
つ
も雲
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海の

り苔
、
富ふ

し士
海の

り苔
、
こ
の
中
に
、
い
づ
れ
の
海の

り苔
が
貴た
ふ
とか
る
べ
き
と
思
い
巡め
く

ら
す
に
、
思
ひ
の
家い
へ

を
出い
つ
も雲
海の

り苔
を
信し
ん
か
う仰
す
る
も
あ
り
。
上う
へ

も
な
し
と
て
、

富ふ

し

の

り

士
海
苔
を
心
に
か
く
る
も
あ
り
。

　

ま又た
、
座さ
せ
ん
ま
め

禅
豆
の
あ
り
け
る
が
、
納な
つ
と
う豆
に
向む

か
ひ
て
申
す
こ
と
は
、「
あ

さ
ま
し
と
。
夜
る
昼
る
別わ

か
ず
寝ね

給
ふ
事
よ
。
魔ま
さ
う性
の
眠ね
ふ

り
と
て
深ふ
か

く
戒い
ま
しめ

給た
ま

は
ず
や
。
我わ
れ

は
本
よ
り
禅せ
ん
し
う宗
な
り
。
専も
つ
はら
座さ
せ
ん禅
を
ま
め
に
し
て
、
一
千
七

百
則そ
く

の
工く
ふ
う夫
を
な
し
、
直ち
き

に
極き
は

め
ん
と
い
ふ
。
は
う
山
は
徳
山
の
会ゑ

か下
に
入い

り
て
一
法は
う

を
与あ
た

へ
ら
れ
て
悟さ
と

り
を
得え

、
臨り
ん
さ
い済
の
喝か
つ

に
臨の
そ

め
ば
と
聞き

く
。
言い

は

で
出ゝ
ゆ湯
を
飲の

ま
ん
」
と
の
み
な
り
。

　

芋い
も

、
頭
か
し
ら

擡も
た

げ
て
申
し・

け
る
は
、「
さ
る
人
の
問も
ん
た
う答
に
『
恁い
ん
も麼
な
る
と
き

如い
か
ん何
』
と
問と

ふ
に
、『
煮に

て
食く

う
も
よ
し
、
焼や

き
て
食く

う
も
よ
し
』
と
答こ
た

へ

け
る
と
か
や
。
こ
れ
己
お
の
れ

々〳
〵

が
三
昧ま
ひ

な
り
」
と
。
調て
う
さ
い菜
つ
く
づ〳〵
く
聞
き
て
、「
か

や
う
の
物
に
至い
た

る
ま
で
、
後
世
菩
提
に
心
を
か
け
ぬ
は
な
し
。
た
ま
た〳〵
ま

仏ふ
つ
た
い
く
そ
く

体
具
足
の
身
と
な
り
て
、
い
た
づ
ら
に
明
暮
を
送ゝ
く

り
、
こ
こゝ
に
て
人
身

を
失し
つ
き
や
く却
せ
ば
、
未み
ら
い
や
う
〳
〵

来
永
々
さ
て
や也

い
つ
の
時
を
か
期こ

せ
ん
」
と
嘆な
け

く
所
に
、

栂と
か
の
を尾
辺
よ
り
出い

で
た
る
茎く
き

の
あ
り
け
る
が
、
我
は
唱し
や
う
た
う導の
中
に
て
育そ
た

ち
た
れ

ば
、
管く
わ
ん
け
ん弦の
道
を
心
得え

た
り
。
御
汁し
る

に
拵こ
し
らへ
ら
れ
た
る
竹
の
子こ

の
糸
竹
の
調し
ら

べ
を
調と
ゝ
のへ
給
へ
。
付つ

け
物
申
し・

侍
る
べ
し
」
と
言い

ふ
。

　

げ
に
や
、
茎く
き

を
ば
つ
け
物
と
申
せ
ば
、
興け
ふ

あ
る
言い

ひ
事
か
な
と
思お
も

ふ
に
、

薑は
し
か
みの
あ
り
け
る
が
、
我
も
唱し
や
う
か歌
申
さ
ん
と
言
ふ
。
か
れ
こ
れ
お
も
し
ろ
き

取と

り
合あ

わ
せ
な
り
。

　

ま
た
、
若若

布め

を
刻き
さ

み
て
盛も

り
た
る
が
、
古ふ
る
め妻
は
味あ
ち

は
ひ
悪わ
ろ

し
と
て
、
下し
た
も盛

り
に
こ
そ
な
さ
れ
け
れ
。
古ふ
る
め妻
の
心
に
思
ふ
や
う
、「
我
も
昔む
か
し
は
嫁よ
め

入
り・

し

て
若わ
か
め妻
と
言い

は
れ
、
賞
し
や
う
く
は
ん
翫
せ
ら
れ
し
に
、
年と
し

ほ
ど
憂う

き
物
は
候
は
ず
。
い
つ

ぞ
の
ほ
ど
に
古ふ
る
く
さ臭
し
と
て
嫌き
ら

は
れ
て
、
下
に
押お

し
込こ

め
ら
る
るゝ
事
よ
」
と
倦う
ん

じ
、
定
家
卿
の
「
海み

る

め
松
布
な
ぎ
さ
の
た
ぐ
ひ
か
は　

上う
へ

せ
く
袖
の
下し
た

の
思お
も

ひ

は
」
と
詠
じ
給
へ
る
言こ
と

の
葉は

、
さ
な
が
ら
我
が
上う
え

な
り
と
て
千
尋
の
底
の

海み
る
ふ
さ

松
房
の
ご
と
く
な
る
髪か
み

剃そ

り
落お

と
し
、浦
に
住す

む
尼あ
ま

の
姿す
か
たに
身
を
や
つ
し
、

遂つ
ゐ

に
浪
の
底そ
こ

に
ぞ
入
に
け
る
。

　

芋い
も

の
茎く
き

の
申
す・

事
に
は
、「
さ
ま
ざ〳〵
ま
法ほ
う
も
ん文
ど
も
受う

け
給
ふ・

に
、
あ
り

が
た
く
こ
そ
覚
へ
候
へ
。
我わ
れ

も
望の
そ

み
を
申
す・

べ
し
。
随す
い
き喜
の
一
念ね
ん

は
五
十

展て
ん
〳転〵
ま
で
も
功く
と
く徳
あ
り
と
＊
３
説と

か
れ
た
れ
ば
、
我
が・

名
の
徳と
く

を
表あ
ら
は
し
て
、

随す
い
き
く
と
く
ほ
ん

喜
功
徳
品
を
読と
く
し
ゆ誦
し
給
へ
」
と
な
ん
。

　

そ
の
な
か
に
萵ち
し
や苣
の
あ
り
け
る
が
申
す・

や
う
、「
自し
ま
ん慢
の
や
う
な
る
申
し・

事
に
候
へ
ど
も
、
我
ら
か
や
う
な
る
智ち

者し
や

は
、
仏
法ほ
う

を
も
心
得え

わ
け
候
ひ・

ぬ
。
さ
も
な
か
ら
ん
愚く

ち痴
の
輩
と
も
か
らは
、
い
か
に
し
て
仏
道
に
入
り・

候
ふ・

べ
き

ぞ
」
と
言い

ひ
け
れ
ば
、
＊
４
蓮は
す

の
あ
り
け
る
が
申
す・

や
う
、「
そ
の
た
め
に
て

ぞ
世
の
悲ひ
く
は
ん願
あ
り
。
弥み

た陀
の
力ち
か
らを
頼た
の

む
よ
り
他ほ
か

の
事
あ
る
ま
じ
。
こ
こゝ
に
て

一
人に
ん
ね
ん
ふ
つ

念
佛
す
れ
ば
、
す
な
は
ち
極こ
く
ら
く楽
の
宝ほ
う

池ち

に
ひ
と
つ
の
蓮れ
ん
け華
生し
や
うじ
て
、
そ

の
人
の
臨り
ん
し
ゆ終
に
華け
た
ひ台
と
な
り
て
、
観
く
わ
ん
お
ん音
勢せ
い
し至
、
こ
れ
を
捧さ
ゝ

げ
て
来
迎
し
給
ふ

時
、
そ
の
台う
て
な
に
乗の

り
て
往わ
う
し
や
う生
す
る
と
見
え
た
り
。
そ
の
文
に
『
＊
５
此
界か
い

一

人
念ね
ん
ふ
つ
み
や
う
さ
い
は
う
へ
ん
う

佛
名
西
方
便
有
一
連れ
ん

生
』、
こ
の
要よ
う
も
ん文
分ふ
ん
み
や
う
明
な
り
。
疑う
た
かひ
な
く
信し
ん

ぜ
ば
、
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無
智
の
尼あ
ま
に
う
た
う

入
道
も
往
生
す
る
な
れ
ば
、有う

ち智
に
も
無
智
に
も
よ
る
べ
か
ら
ず
」

と
、
細こ
ま

か
に
こ
そ
教お
し

へ
け
れ
。

　

さ
る
ほ
ど
に
、茗み
や
う
か荷
の
申
や
う
、「
あ
ら
あ
り
が
た
の
事
を
受
け
給
ふ・

物
や
。

我
は
鈍と
ん
こ
ん
さ
う

根
草
と
言い

は
れ
て
、
御
経
の
一
個け

を
も
法ほ
う
も
ん文
の
一
句
を
も
聞き

きゝ
保た
も

つ

こ
と
叶か
な

は
ず
。
自し
り
き
し
ゆ
き
や
う

力
修
行
の
事
は
思
ひ
も
よ
ら
ざ
る
所
に
、『
南
無
阿
弥
陀

仏
』
と
申
せ
ば
い
か
な
る
鈍と
ん
こ
ん根
の
女
人
・
闡せ
ん
た
い提
も
往わ
う
し
や
う生
す
る
と
受う

け
給
ふ・

。

か
や
う
の
悲ひ
く
は
ん願
に
遇あ

ふ
こ
と
、し
か
し
な
が
ら
冥み
や
う
か加
に
て
こ
そ
候
へ
」
と
て
、

歓く
は
ん
き喜
な
の
め
な
ら
ず
。

　

ま又た
、
蕗ふ
き

の
あ有り
け
る
が
申
す・

様や
う

、「
仏ふ
つ
は
う法
も
富ふ

き貴
の
家
に
あ
り
と
申
す・

こ
と
の
候
ふ・

。
い
か
に
も
御
賞し
や
う
く
わ
ん
翫
あ
り
て
富ふ
つ
き
し
さ
い

貴
自
在
、
家か
も
ん
は
ん
し
や
う

門
繁
盛
に
お
は

し
ま
す
候
べ
し
」
と
言
ふ
。

　

僧
は
、「
夢ゆ
め

の
直た
ゝ

路ち

を
確た
し

か
に
覚お
ほ

え
て
語か
た

り
け
る
」
と
て
ま又た
物
語か
た

り
し

侍
る
を
、
か
や
う
に
書か

き
付つ

け
侍
る
な
り
。
狂き
や
う
け
ん
き
き
よ

言
綺
語
な
が
ら
、
御
覧
ぜ

ん
人
々〳
〵

は
御
経
読よ

み
念
佛
申
し・

て
、「
三
界か
い

万は
ん
れ
ゐ霊
、
六
親
眷け
ん
そ
く属
、
草
木
国
土

悉し
つ
か
い皆
成
佛
」
と
廻ゑ
か
う向
し
給
ふ
べ
し
。

＊
１ 

原
文
「
と
ふ
ら
い
け
れ
は
」。「
ふ
ら
」
左
傍
に
見
せ
消
ち
あ
り
。
文
脈

か
ら
「
と
い
け
れ
は
」
と
校
訂
し
た
。

＊
２ 

原
文
「
し
ち
ん
」
右
傍
に
「
紫
塵
」
と
漢
字
を
あ
て
る
。

＊
３ 

原
文「
と
か
れ
た
り
は
」。「
り
」の
左
傍
に
見
せ
消
ち
あ
り
、右
傍
に「
れ
」

と
振
る
。

【
注
釈
】

○
忌い
み

に
籠こ
も

り
侍
る
…
清
浄
な
も
の
を
保
つ
た
め
に
そ
れ
を
日
常
の
生
活
圏

か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
を
「
斎い
み

」
と
言
う
が
、「
忌い
み

」
と
は
反
対
に
、
不
浄

な
も
の
で
あ
る
「
穢
れ
」
に
接
触
し
な
い
た
め
に
、
そ
れ
を
日
常
生
活
の

場
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
を
指
す
。
ま
た
近
親
者
の
死
去
に
よ
っ
て
、
身
に

受
け
た
死
の
穢
れ
を
他
に
う
つ
さ
な
い
た
め
に
、
一
定
期
間
喪
に
服
し
て

慎
み
籠
も
る
こ
と
を
「
忌
籠
り
」
と
言
う
。

○
無む
し
や
う常
…
人
の
生
存
を
ふ
く
め
、
こ
の
世
の
一
切
の
も
の
は
常
に
生
滅
流

転
し
て
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
永
遠
不
変
の
も
の
は
な
い
と
い
う
こ

と
。

○
有う
ゐ
て
ん
へ
ん

為
転
変
…
こ
の
世
の
現
象
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
因
縁
の
絡
み
合
い
に

よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
恒
常
性
が
な
く
、
絶
え
ず
移
り
変
わ

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

○
調て
う
さ
い菜
…
菜
（
副
菜
物
）
を
調
え
る
と
い
う
意
で
、
食
べ
物
の
味
付
け
を

し
、
し
か
る
べ
き
料
理
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
料
理
そ
れ
自

体
や
、
料
理
人
を
い
う
。

○
筆
の
遊す
さ

み
…
気
の
向
く
ま
ま
心
慰
み
に
書
く
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
書
か

れ
た
も
の
の
こ
と
。
慰
み
書
き
。

〇
居ゐ

ま待
ち
の
月
…
満
月
を
境
に
月
の
出
が
次
第
に
遅
く
な
り
、
座
っ
て
月

が
出
る
の
を
待
つ
こ
と
か
ら
、

　

陰
暦
十
八
日
の
月
の
こ
と
。
特
に
、
季
語
と
し
て
八
月
十
八
日
の
月
を
指
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す
。

〇
本も
と

の
雫
…
草
木
の
根
も
と
か
ら
落
ち
る
雫
の
こ
と
で
、
人
の
命
の
儚
さ

を
た
と
え
て
い
う
。
こ
こ
で
は
「
あ
る
御
方
」
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
。
ま
た
「
末
の
露
」
と
な
ら
べ
て
使
用
さ
れ
、
葉
末
の
露
も
、
根
も
と

か
ら
落
ち
る
雫
も
、
後
先
は
あ
れ
必
ず
消
え
て
し
ま
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
人
の
寿
命
に
長
短
は
あ
っ
て
も
死
ぬ
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
こ
と
を

示
す
。『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
「
末
の
露
も
と
の
し
づ
く
や
世
の
中
の
お

く
れ
さ
き
立
つ
た
め
し
な
る
ら
む
」
と
あ
る
。

〇
末す
ゑ

の
露
…
前
「
本
の
雫
」
項
。

〇
姉あ
ね

歯は

の
松
…
歌
枕
。
宮
城
県
栗
原
市
金
成
姉
歯
に
あ
っ
た
松
で
、
小
野

小
町
の
姉
あ
る
い
は
松
浦
佐
用
姫
の
姉
の
墓
上
に
植
え
た
五
葉
松
の
こ
と

と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
亡
く
な
っ
た
僧
の
姉
に
掛
け
る
。

〇
老ら
う
せ
う
ふ
ち
や
う

少
不
定
…
人
生
は
儚
い
も
の
で
、
必
ず
し
も
老
人
が
早
く
死
に
、
若

者
が
遅
く
死
ぬ
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
と
は

言
い
な
が
ら
」
と
続
け
、
そ
う
は
言
っ
て
も
老
い
た
者
が
早
く
死
ぬ
も
の

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

〇
老お
い
そ
の
も
り

蘇
森
…
歌
枕
。滋
賀
県
近
江
八
幡
市
に
あ
る
奥お
い
そ石
神
社
の
森
の
こ
と
。

年
老
い
た
姉
の
「
老
い
」
に
掛
け
る
。

〇
若わ
か
の

浦う
ら

（
和
歌
浦
）
…
歌
枕
。
今
の
和
歌
山
市
南
部
、
和
歌
の
神
を
祭

る
玉
津
島
神
社
の
あ
る
片
男
波
の
入
り
江
一
帯
を
指
す
。
古
く
は「
若
浦
」

と
書
か
れ
た
が
、『
万
葉
集
』
以
来
歌
と
の
か
か
わ
り
が
深
く
、「
和
歌
浦
」

に
変
化
し
た
。「
若
」、
あ
る
い
は
歌
の
意
の
「
和
歌
」
を
か
け
る
こ
と
が

多
い
。
こ
こ
で
は
年
若
い
妹
に
掛
け
て
い
る
。

〇
七
日
七〳〵
日
…
人
の
死
後
に
初
七
日
か
ら
四
十
九
日
ま
で
七
日
目
ご
と
に

営
む
死
者
の
追
善
供
養
の
こ
と
。

〇
六ろ
く
て
う条
…
六
条
豆
腐
の
こ
と
。
豆
腐
を
薄
切
り
に
し
て
塩
を
ま
ぶ
し
、
乾

燥
さ
せ
た
食
品
。

〇
古こ
き
ん今
の
序し
よ

に
は
『
人
丸
は
赤
人
の
上
に
な
ら
ん
事
難か
た

く
、
赤あ
か

人
は
人
丸ま
る

が

下し
た

に
立
たゝ
ん
事
難か
た

し
』
な
ど
こ
そ
侍
る
に
…
『
古
今
和
歌
集
』
序
文
に
、

「
人
麿
は
赤
人
が
上
に
立
た
む
こ
と
か
た
く
、
赤
人
は
人
麿
が
下
に
立
た

む
こ
と
か
た
く
な
む
あ
り
け
る
」
と
あ
る
。

〇
肖
へ
物
…
「
肖
え
物
」
は
似
る
べ
き
目
あ
て
、
標
準
と
な
る
も
の
。
あ

や
か
り
も
の
。
こ
れ
に
料
理
の
「
和
え
物
」
を
か
け
る
か
。

〇
葵
あ
ふ
ひ
の

上
…
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
。
主
人
公
光
源
氏
の
正
妻
で
、

源
氏
と
の
間
に
夕
霧
を
も
う
け
る
。
左
大
臣
の
娘
。
源
氏
の
愛
人
で
あ
る

六
条
御
息
所
の
生
き
霊
に
悩
ま
さ
れ
、夕
霧
を
産
ん
だ
の
ち
に
急
死
す
る
。

『
大
上
臈
御
名
之
事
』に「
そ
ば
、あ
を
い
」と
あ
り
、女
房
詞
で
蕎
麦
を「
葵
」

と
表
現
す
る
。
こ
こ
で
は
蕎
麦
と
葵
上
を
か
け
て
い
る
。

〇
添そ

いひ

伏ふ

し
…
東
宮
や
皇
子
な
ど
の
元
服
の
夜
、
選
ば
れ
て
傍
ら
に
添
い

寝
す
る
公
卿
な
ど
の
娘
の
こ
と
。

〇
い
と
け
な
き　

は
つ
物も
と
歟ゆ
ひ
に　

永な
か

き
夜世

を　

契
る
心
は　

結む
す

び
込こ

め
つ

や
／
結む
す

び
つ
る　

心
も
深ふ
か

き　

元も
と
ゆ
ひ結
に　

濃こ

き
紫
の　

色
し
あ
せ
ず
は
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…
『
源
氏
』「
桐
壷
」
巻
で
の
帝
と
左
大
臣
と
の
贈
答
歌
。

〇
二
葉は

…
幼
少
の
頃
の
こ
と
。

〇
夕
霧
…
『
源
氏
』
の
登
場
人
物
で
、
葵
上
と
光
源
氏
と
の
間
の
子
。
光

源
氏
の
長
男
。

〇
我
が・

身
の
上
の
罪
…
『
源
氏
』
の
葵
上
が
罪
の
た
め
に
堕
地
獄
し
た
と

い
う
話
は
他
で
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
堕
地
獄
に
至
る
葵

上
の
罪
と
し
て
、
夕
霧
を
浮
き
世
に
産
み
落
と
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
。

〇
法
華
経
…
大
乗
仏
教
の
重
要
な
経
典
の
ひ
と
つ
で
あ
る「
妙
法
蓮
華
経
」

の
略
称
。

〇
諸
佛
出
世
…
仏
が
衆
生
救
済
の
た
め
に
こ
の
世
に
現
れ
る
こ
と
。

〇
冥め
う
り利
…
仏
菩
薩
に
よ
っ
て
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
与
え
ら
れ
る
利
益
の

こ
と
。

〇
薬や
く
さ
う
ゆ
ほ
ん

草
喩
品
…
法
華
七
喩
の
う
ち
の
ひ
と
つ
。
慈
雨
が
さ
ま
ざ
ま
な
種
類

の
草
木
の
上
に
一
様
に
降
り
注
ぐ
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
衆
生
で
あ
っ
て

も
等
し
く
仏
陀
の
教
え
に
よ
っ
て
悟
り
を
開
く
こ
と
を
た
と
え
る
。

〇
万
法
一
心
…
万
法
一
如
。
法
華
経
の
教
え
で
、
す
べ
て
の
も
の
の
本
性

は
空
で
あ
り
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

〇
十
界
皆
成
仏
…
十
界
の
す
べ
て
の
も
の
が
成
仏
す
る
と
い
う
法
華
経
の

教
え
。

〇
草
木
国
土
悉
皆
成
佛
…
『
中
陰
経
』
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
偈
の
一

部
。
草
木
や
国
土
の
よ
う
な
す
べ
て
の
非
情
の
も
の
も
、
有
情
の
も
の
と

同
じ
く
こ
と
ご
と
く
成
仏
で
き
る
と
い
う
意
味
。

〇
六
条
御
息
所
…
『
源
氏
』
の
登
場
人
物
に
干
し
豆
腐
の
六
条
を
か
け
る
。

『
源
氏
』
の
六
条
御
息
所
は
大
臣
の
娘
で
、
桐
壺
帝
の
前
東
宮
の
后
。
前

東
宮
と
の
間
に
一
女
を
も
う
け
た
が
、
前
坊
と
死
別
し
た
の
ち
、
源
氏
と

恋
仲
に
な
る
。
激
し
い
嫉
妬
の
あ
ま
り
、
生
き
霊
と
な
っ
て
源
氏
の
正
妻

で
あ
る
葵
上
を
と
り
殺
す
な
ど
、感
情
の
起
伏
が
激
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
賢
木
」
巻
で
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
娘
（
の
ち
の
秋
好
中
宮
）
と
と
も
に

伊
勢
に
下
っ
た
が
、
斎
宮
の
任
期
が
終
わ
る
と
帰
京
、
六
条
邸
に
住
し
た
。

〇
前
坊
…
前
東
宮
の
こ
と
。

〇
斎
宮
…
六
条
御
息
所
と
前
坊
の
間
の
子
で
あ
る
好
中
宮
の
こ
と
。
さ
き

に
伊
勢
の
斎
宮
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
菜さ
い

・
具ぐ

と
か
け
ら
れ
る
。

〇
御
母は
ゝ

は
桐き
り
つ
ほ壷
の
御
門
の
御
妹
…
葵
上
の
母
は
桐
壺
帝
の
同
腹
の
妹
。
左

大
臣
の
北
の
方
。

〇
摂せ
つ
し
や
う
政
の
北
の
方か
た

に
な
り
給
ひ
ぬ
れ
ば
、徒た
ゝ

人
と
や
申
す・

べ
き
…
「
摂
政
」

は
葵
上
の
父
で
あ
る
左
大
臣
を
さ
す
。『
源
氏
物
語
』
中
で
摂
政
に
就
い

た
の
は
左
大
臣
の
み
。「
徒
人
」
は
天
皇
や
皇
族
に
対
し
て
臣
下
の
身
分

の
者
を
言
い
、
葵
上
の
母
は
出
自
こ
そ
高
貴
で
あ
る
が
臣
下
の
妻
と
な
っ

た
た
め
、
徒
人
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
意
味
。

〇
我か
ま
ん慢
…
仏
教
語
。
人
間
の
煩
悩
の
ひ
と
つ
で
、
強
い
自
我
意
識
か
ら
生

じ
る
、
自
ら
を
高
く
見
て
他
人
を
軽
視
す
る
心
の
こ
と
。
仏
教
で
は
、
自
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己
に
執
着
す
る
「
我
執
」
か
ら
起
こ
る
思
い
上
が
り
の
心
を
「
慢
」
と
呼

び
、
そ
の
心
理
状
態
を
三
慢
・
七
慢
・
九
慢
に
分
析
し
て
説
く
が
、「
我
慢
」

は
こ
の
七
慢
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

〇
我わ
れ

昔む
か
し

持ち
き
や
う経
怠お
こ
たる
こ
と
な
し
…
「
持
経
」
は
経
を
常
に
身
近
に
置
い
て

毎
日
怠
ら
ず
読
誦
す
る
こ
と
。『
源
氏
』
の
六
条
御
息
所
に
は
こ
の
よ
う

な
記
述
は
な
い
。

〇
そ
れ
を
慢ま
ん

ぜ
し
心
よ
り
、
魔ま
た
う道
に
堕お

ち
、
こ
れ
さ
へ
心
の
愛あ
た
こ宕
山
、
比ひ

え叡

の
大
嶽
、
比ひ

ら良
の
高
根
、
心
つ
く
し
の
彦ひ
こ

の
山や
ま

、
国
々〳
〵

、
所
々〳
〵

の
魔ま
し
よ所
を

栖
と
せ
り
…
「
魔
道
」
と
は
欲
界
の
う
ち
、
悪
魔
が
住
む
世
界
の
こ
と

を
い
う
。「
魔
所
」
は
そ
の
悪
魔
が
住
む
場
所
。
愛
宕
山
、
比
叡
山
、
比

良
山
、
英
彦
山
は
い
ず
れ
も
天
狗
が
住
む
と
さ
れ
る
山
で
あ
り
、
驕
慢
に

よ
っ
て
魔
道
に
堕
ち
た
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
六
条
御
息
所

は
天
狗
道
に
堕
ち
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
源
氏
』
の
六
条
御
息
所
の
記
述

と
は
一
致
し
な
い
が
、
こ
れ
は
『
源
氏
』
と
は
異
な
る
も
う
ひ
と
り
の
六

条
御
息
所
を
描
い
た
謡
曲
『
樒
天
狗
』
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。『
樒
天

狗
』
で
は
六
条
御
息
所
と
名
乗
る
女
性
が
天
狗
道
に
墜
ち
た
こ
と
を
語
る

が
、
こ
こ
で
の
六
条
御
息
所
は
『
源
氏
』
の
登
場
人
物
で
は
な
く
、
白
川

上
皇
の
皇
女
で
あ
る
郁
芳
門
院
媞
氏
内
親
王
で
あ
る
（
沢
井
耐
三
「
謡
曲

『
樒
天
狗
』
―
も
う
ひ
と
り
の
六
条
御
息
所
―
」『
室
町
物
語
研
究 

絵
巻
・

絵
本
へ
の
文
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』）。
そ
の
語
り
に
は
「
我
は
六
条
の
御
息

所
な
る
が
。
我
一
天
の
虚
空
と
し
て
。
美
女
の
誉
慢
心
と
な
り
。
又
一
乗

妙
経
を
片
時
も
懈
る
事
な
け
れ
ば
。
こ
れ
又
却
つ
て
慢
心
と
な
り
。
二
の

心
の
障
故
。
魔
道
に
落
ち
て
天
狗
に
と
ら
れ
。
こ
の
愛
宕
山
を
す
み
か
と

せ
り
。
す
は
ま
た
時
も
。
来
る
か
は
。
〳
〵
。
雲
の
波
山
の
波
の
。
立
ち

く
る
粧
愛
宕
の
山
の
天
狗
に
。
と
ら
れ
て
失
せ
し
六
条
の
。
御
息
所
と
い

は
れ
し
が
。
身
は
安
か
ら
ぬ
魔
道
の
苦
患
御
覧
ぜ
よ
。
〳
〵
。」
と
あ
り
、

こ
こ
で
の
記
述
と
合
致
す
る
。

〇
古ふ
る
み
や宮
…
旧
六
条
邸
の
こ
と
。

〇
万ま
ん
し
ゆ寿
万〳〵
寿
の
番は
ん

の
鳶と
ひ

…
郁
芳
門
院
の
御
所
六
条
院
の
故
地
に
建
立
さ
れ

た
六
条
御
堂
は
「
万
寿
禅
寺
」
と
改
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
万
寿
寺
に
ま
つ

わ
る
伝
説
に
、
郁
芳
門
院
が
天
狗
道
に
堕
ち
た
こ
と
、
万
寿
寺
の
松
に
番
つ
が
い

の
鳶
が
住
ん
だ
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。（
安
達
敬
子
「
六
条
御
息
所
異

聞
―
『
六
条
葵
上
物
語
』
か
ら
―
」『
国
語
国
文
』
八
二
二
号
）

〇
因ゐ
ん
く
わ果
…
原
因
と
結
果
の
意
味
。
今
あ
る
物
事
が
以
前
（
前
世
）
の
何
ら

か
の
物
事
の
結
果
で
あ
り
、
ま
た
将
来
（
来
世
）
の
何
ら
か
の
物
事
の
原

因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
お
斎
の
菜
と
な
っ
て
葵
上

と
所
争
い
を
し
て
い
る
が
『
源
氏
物
語
』
で
の
車
争
い
と
か
け
て
い
る
。

〇
持ち
き
や
う
し
や

経
者
…
経
典
、と
く
に
法
華
経
を
受
持
読
誦
す
る
者
を
言
う
。『
源
氏
』

の
六
条
御
息
所
が
持
経
者
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
は
な
い
が
、
こ
こ
で
豆

腐
が
自
ら
を
持
経
者
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
は
、
前
述
し
た
謡
曲
『
樒
天

狗
』
に
よ
る
。

〇
大
乗し
よ
う
め
ん
て
う

妙
典
…
大
乗
の
教
え
を
説
い
た
経
典
の
こ
と
で
、
一
般
に
法
華
経
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を
指
す
。

〇
後
生
善
所
…
死
後
、
極
楽
浄
土
へ
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
。『
法
華
経
』

薬
草
喩
品
に
「
是
の
法
を
聞
き
已
に
っ
て
、
現
世
安
穏
に
し
て
後
に
善
処

に
生
ず
」
と
あ
る
。

〇
廻ゑ
か
う向･･

一
般
に
、
故
人
の
冥
福
菩
提
を
祈
っ
て
読
経
や
念
仏
を
し
、
供

養
す
る
こ
と
。

〇
飲お
ん
し
ゆ酒
の
科
…
酒
を
飲
ん
だ
こ
と
の
罪
。
仏
教
で
は
、
飲
酒
が
過
失
や
犯

罪
の
原
因
と
な
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
戒
め
、「
飲
酒
戒
」
と
し
て
五
戒
の

ひ
と
つ
に
数
え
る
。

〇
酒さ
か
し
ほ塩
…
塩
酒
は
酒
を
料
理
の
材
料
に
か
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
材
料
の

風
味
が
落
ち
る
こ
と
も
あ
り
、少
量
の
塩
を
入
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、

酒
に
塩
は
つ
き
も
の
と
も
な
っ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
塩
と
酒
と
考
え
ら

れ
る
。

〇
鈴す
ゝ
か鹿
川
、
八や

そ

せ
十
瀬
の
浪
に
濡ぬ

れ
濡〳〵
れ
ず
…
『
源
氏
』「
賢
木
巻
」
で
、

六
条
御
息
女
が
伊
勢
に
発
つ
際
に
源
氏
と
交
わ
し
た
歌
「
鈴
鹿
川
八
十
瀬

の
波
に
濡
れ
濡
れ
ず
伊
勢
ま
で
誰
か
思
ひ
お
こ
せ
む
」
の
こ
と
。

〇
や
す
か
ら
ぬ　

身
の
後
の
世
の　

あ
る
物
を　

み
や
す
所
と　

何
い
は
れ

け
ん
…
典
拠
不
明
。「
や
す
か
ら
ぬ
身
」
と
い
う
語
に
は
『
樒
天
狗
』

中
に
あ
る
「
身
は
安
か
ら
ぬ
魔
道
の
苦
患
御
覧
ぜ
よ
」
の
影
響
が
あ
ろ
う
。

「
我
が
身
の
後
生
は
穏
や
か
な
も
の
で
は
な
い
の
に
、
み
や
す
所
と
ど
う

し
て
言
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
」
の
意
。

○
紫し
ち
ん塵
の
蕨わ
ら
ひ

…
「
紫
塵
」
と
は
紫
色
の
こ
と
を
言
う
が
、
そ
の
色
か
ら
蕨

の
こ
と
も
さ
す
。

○
紫
む
ら
さ
き
の

上う
え

と
申
せ
し
は
、源
氏
の
君
、
瘧
わ
ら
は
や
み、呪
い
に
…
以
下
『
源
氏
』「
若

紫
」
巻
を
引
く
。

○
旅た
ひ

寝ね

の
袖
…
同「
若
紫
」巻
に
て
源
氏
が
若
紫
を
見
初
め
て
詠
ん
だ「
初

草
の
若
葉
の
上
を
見
つ
る
よ
り
旅
寝
の
袖
も
露
ぞ
乾
か
ぬ
」を
引
く
。「
旅

寝
」
と
は
、
旅
先
で
寝
る
こ
と
。

○
紫し
ち
ん塵
の
若
わ
か
　
　
　
わ
ら
ひ

き
蕨
、
人
手
を
握
り
、
碧へ
き
き
よ
く玉
の
寒
き
朝
、
錐き
り
ふ
く
ろ囊
に
脱
す
る
理
こ
と
は
り

…
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
「
紫
塵
の
嫩
き
蕨
は
人
手
を
握
る
、
碧
玉
の
寒

き
蘆
は
錐
嚢
を
脱
す
（
小
野
篁
）」
と
あ
る
。
物
事
が
あ
ら
わ
れ
や
す
い

こ
と
を
た
と
え
る
。
こ
こ
で
は
、
隠
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
光
源
氏

と
紫
上
の
関
係
が
広
く
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
さ
す
。

○
宇
治
の
優う

婆は

塞そ
く

の
宮み
や

の
御
向
ひ
の
寺
…
「
優
婆
塞
の
宮
」
と
は
一
般
に
、

在
家
の
ま
ま
戒
を
受
け
て
仏
道
修
行
を
す
る
親
王
、
内
親
王
を
さ
す
。
こ

こ
で
は
『
源
氏
』
の
登
場
人
物
。
桐
壺
帝
の
第
八
皇
子
で
、
光
源
氏
の
異

母
弟
。
優
婆
塞
と
し
て
宇
治
に
住
し
、
宇
治
八
の
宮
と
呼
ば
れ
た
。

○
我
な
く
て
草
の
庵い
ほ
り
は
荒
れ
ぬ
と
も
…
『
源
氏
』「
椎
本
」
巻
「
我
な
く

て
草
の
庵
は
荒
れ
ぬ
と
も
こ
の
一
こ
と
は
か
れ
じ
と
ぞ
思
ふ
」
を
引
く
。

○
常つ
ね

を
忘
れ
ぬ
初は
つ
わ
ら
ひ蕨
な
り
…
『
源
氏
』「
早
蕨
」
巻
で
阿
闍
梨
が
詠
ん
だ

歌
「
君
に
と
て
あ
ま
た
の
春
を
つ
み
し
か
ば
常
を
忘
れ
ぬ
初
蕨
な
り
」
を

引
く
。
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○
こ
の
春
は　

誰た
れ

か
に
見
せ
ん　

亡な

き
人
の　

形か
た
み見
に
摘
め
る　

峰み
ね

の
早さ
わ
ら
ひ蕨

…
前
項
同
場
面
よ
り
、
中
の
君
が
阿
闍
梨
に
返
し
た
歌
。

○
新あ
ら
た
ま玉
の
春
の
始
め
の
御
祝
ゐ
に
…
以
下
『
源
氏
』「
初
音
」
の
描
写
を

引
く
。

○
歯
固
め
…
「
歯
」
は
「
齢よ
わ
い
」
の
こ
と
で
、
年
齢
を
固
め
と
い
う
意
味
。

正
月
の
三
が
日
に
鏡
餠
・
大
根
・
瓜
・
猪
肉
・
鹿
肉
・
押
鮎
な
ど
を
食
べ

て
長
寿
を
願
っ
た
行
事
。

○
鏡か
ゝ
み

草
…
宮
中
で
元
日
に
鏡
餠
の
上
に
の
せ
た
大
根
の
輪
切
り
の
こ
と
。

ま
た
、
大
根
の
異
名
。

○
明
石
紫む
ら
さ
きの
姫
宮
…
明
石
の
君
の
娘
で
、
紫
の
上
に
引
き
取
ら
れ
た
明

石
の
姫
君
を
指
す
。

○
餅も
ち
ゐ

鏡か
ゝ
み

…
鏡
餅
の
こ
と
。

○
溶と

け
ぬ
る
池い
け

の
鏡か
ゝ
みに
は
、
世
に
曇く
も

り
な
き
影
ぞ
並な
ら

べ
る
／
曇く
も

り
な
き　

池

の
鏡
の　

よ
ろ
づ
代
を　

住す

む
べ
き
影か
け

ぞ　

し
る
く
見み

え
け
る
…『
源
氏
』

「
初
音
」
巻
で
の
光
源
氏
と
紫
上
の
贈
答
歌
。

○
金こ
ん
か
う
は
ん
に
や

剛
般
若
…
金
剛
般
若
経
の
こ
と
。般
若
経
系
の
大
乗
経
典
の
ひ
と
つ
。

空
・
無
我
の
道
理
を
説
い
て
、
特
に
禅
宗
で
重
視
さ
れ
る
。

○
是せ
ほ
う
ひ
や
う
と
う
む
う
か
う
け

法
平
等
無
有
高
下
…
『
金
剛
般
若
経
』
に
「
復
次
須
菩
提
。
是
法
平

等
無
有
高
下
。
是
名
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
以
無
我
無
人
無
衆
生
無
壽

者
。」
と
あ
り
。

○
大
根
大
茎
大
枝
大
葉
…
『
法
華
経
』
巻
三
「
薬
草
喩
品
」
に
「
小
葉
中

根
中
茎
中
枝
中
葉
大
根
大
茎
大
枝
大
葉
」
と
あ
る
。

○
優う
と
ん
け

曇
華
の
花
、
待ま

ち
得え

た
る
心
地ち

し
て
、
深み

山や
ま

桜さ
く
らに
目め

こ
そ
映う
つ

ら
ね
…

『
源
氏
』「
若
紫
」
巻
「
優
曇
華
の
花
、
待
ち
得
た
る
心
地
し
て
、
深
山
桜

に
目
こ
そ
う
つ
ら
ね
」

○
是
人
甚
希
有
過
於
曇
華
…
『
法
華
経
』「
方
便
品
」
に
「
則
爲
已
供
養
一

切
三
世
佛
、
是
人
甚
希
有
過
於
優
曇
華
」
と
あ
り
。

○
思
ひ
の
家い
へ

を
出い
つ
も雲
海の

り苔
…
「
思
ひ
の
家
」と
は
、「
思
ひ
」の「
ひ
」に「
火
」

を
掛
け
て
、
火
の
家
「
火
宅
」
を
意
味
し
、
煩
悩
の
多
い
憂
き
世
の
中
の

こ
と
を
指
す
。
そ
れ
を
出
る
こ
と
に
「
出
雲
」
を
か
け
る
。

○
梅
法ほ
う
し師
…
「
梅
干
」
の
「
ほ
し
」
に
「
法
師
」
を
か
け
る
。

○
此
土つ

く筆
を
ば
、
田い
な
か舎
の
民た
み

の
申
し・

習な
ら

は
し
た
る
異い
み
や
う名
に
て
、
法ほ
う
し師
と
申
す・

な
り
…
「
つ
く
つ
く
し
」
は
土
筆
の
こ
と
。
時
代
は
下
る
が
、『
倭
訓

栞
』
に
は
「
つ
く
〳
〵
し　

筆
頭
菜
を
い
へ
り
、
東
国
に
つ
く
し
と
も
い

ふ
、
作
州
に
は
は
ふ
し
と
い
へ
り
」
と
あ
る
。

〇
同お
な

じ
く
出し
ゆ
つ
け家
の
姿す
か
たに
身
を
や
つ
す
…
「
出
家
」に「
湯
漬
け
」を
か
け
る
。

〇
か
せ
髻
も
と
ゝ
り

…
「
か
せ
」
は
接
頭
語
で
、
名
詞
に
冠
し
て
そ
れ
が
い
か
に
も

貧
相
な
様
子
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
で
は
、
牛
蒡
の
髻
が
貧
相
で
あ

る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
が
、
牛
蒡
の
ひ
げ
根
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
。

○
一
千
七
百
則
の
工
夫
…
禅
宗
で
さ
と
り
を
開
か
せ
る
た
め
に
与
え
る
問

題
を
公
案
と
い
い
、
古
来
の
祖
師
が
示
し
た
言
葉
や
動
作
な
ど
、
宗
要
を

あ
つ
め
て
参
禅
者
に
工
夫
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
を
通
じ
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て
約
一
七
〇
〇
則
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
千
七
百
則
の
公
案
と

称
さ
れ
る
。
公
案
の
唱
出
は
中
国
唐
代
に
始
ま
る
が
、
宋
・
元
代
に
な
っ

て
盛
行
し
、
主
に
臨
済
系
の
禅
僧
が
盛
ん
に
用
い
て
、
公
案
禅
の
禅
風
が

起
っ
た
。

○
は
う
山
…
不
明
。
あ
る
い
は
、
徳
山
の
弟
子
で
雪
峰
山
に
住
し
た
雪
峰

義
存
の
こ
と
か
。

○
徳
山
…
中
国
、
唐
代
の
禅
僧
徳
山
宣
鑑
の
こ
と
。
姓
は
周
氏
。
若
く
よ

り
律
や
唯
識
を
学
ん
だ
が
、
の
ち
禅
を
学
び
武
陵
の
徳
山
に
住
し
た
。
そ

の
修
行
は
厳
格
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

○
臨
済
の
喝
…
『
伝
灯
録
』「
臨
済
の
喝
徳
山
の
棒
」
に
よ
る
。
禅
宗
修

行
の
厳
し
さ
を
た
と
え
て
、
臨
済
禅
師
は
よ
く
大
喝
を
与
え
、
徳
山
和
尚

は
よ
く
痛
棒
を
加
え
た
こ
と
か
ら
言
う
。

〇
言い

は
で
出ゝ
ゆ湯
を
飲の

ま
ん
…
不
明
。

○
恁い
ん
も麼
…
副
詞
的
に
用
い
て
、「
こ
の
よ
う
」「
か
く
の
ご
と
く
」
の
意
を

示
す
。
も
と
中
国
宋
時
代
の
俗
語
で
あ
る
が
、
禅
宗
と
と
も
に
伝
わ
り
、

禅
僧
の
間
で
用
い
ら
れ
た
。
芋
に
掛
け
る
。

○
栂と
か
の
を尾
…
京
都
市
右
京
区
梅
ヶ
畑
の
一
地
区
で
、
高
山
寺
の
所
在
地
。

○
糸
竹
…
和
楽
器
の
総
称
で
、「
糸
」
は
琴
・
三
味
線
な
ど
の
弦
楽
器
、「
竹
」

は
笛
・
笙
な
ど
の
管
楽
器
を
意
味
す
る
。
管
弦
。

○
付つ

け
物
…
雅
楽
で
、
楽
器
の
伴
奏
を
付
け
る
こ
と
。

〇
薑は
し
か
みの
あ
り
け
る
が
、
我
も
唱し
や
う
か歌
申
さ
ん
と
言
ふ
…
「
薑
」
は
生
姜
の

異
称
。
唱
歌
と
生
姜
を
か
け
る
。

○
海み

る

め
松
布
な
ぎ
さ
の
た
ぐ
ひ
か
は　

上う
へ

せ
く
袖
の
下し
た

の
思お
も

ひ
は
…
『
六
百

番
歌
合
』
藤
原
定
家
「
氷
ゐ
る　

み
る
め
な
ぎ
さ
の
た
ぐ
ひ
か
は　

う
へ

お
く
袖
の
し
た
の
さ
さ
浪
」
よ
り
の
引
き
歌
。

○
千
尋
の
底
の
海み
る
ふ
さ

松
房
の
ご
と
く
な
る
髪か
み

…
『
源
氏
』「
葵
」
巻
「
は
か

り
な
き
千
尋
の
底
の
海
松
ぶ
さ
の
生
ひ
ゆ
く
末
は
我
の
み
ぞ
見
む
」
を
引

く
。

〇
法
門
…
諸
仏
の
教
法
。
仏
の
教
え
。
仏
教
。

〇
随す
い
き喜
の
一
念ね
ん

は
五
十
展て

ん転
ま
で
も
功く
と
く徳
あ
り
…
『
法
華
経
』「
随
喜
功

徳
品
」
の
「
亦
随
喜
転
教
、
如
是
展
転
。
至
第
五
十
」
に
よ
る
。
法
華
経

を
聞
い
て
随
喜
し
た
人
が
次
々
と
他
の
人
に
語
り
伝
え
、
五
〇
人
目
に

至
っ
て
も
経
の
功
徳
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

○
萵ち
し
や苣
…
日
本
で
古
く
か
ら
栽
培
さ
れ
た
カ
キ
ヂ
シ
ャ
。
結
球
し
な
い
種

類
で
，
下
か
ら
葉
を
か
き
取
っ
て
使
用
す
る
。
こ
こ
で
は
「
智
者
」
の
意

と
か
け
て
い
る
。

○
世
の
悲ひ
く
は
ん願
…
「
超
世
の
悲
願
」
か
。「
超
世
の
悲
願
」
は
、
他
の
諸
仏
・

諸
菩
薩
の
悲
願
に
比
べ
て
超
絶
し
て
い
る
意
で
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
を

い
う
。
ま
た
は
、
そ
の
中
心
で
あ
る
第
十
八
願
。
超
世
の
本
願
。

○
極こ
く
ら
く楽
の
宝ほ
う

池ち

…
極
楽
浄
土
に
あ
る
と
い
う
八
功
徳
水
を
た
た
え
た
池
の

こ
と
。

○
此
界か
い

一
人
念ね
ん
ふ
つ
み
や
う
さ
い
は
う
へ
ん
う

佛
名
西
方
便
有
一
連れ
ん

生
…
空
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
で
、
唱
え
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お
わ
る
ご
と
に
唱
え
た
も
の
。

○
鈍と
ん
こ
ん
さ
う

根
草
…
茗
荷
の
異
名
。「
鈍
根
」
と
は
、
生
ま
れ
つ
き
頭
の
働
き
が

鈍
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
性
質
を
表
し
て
言
う
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
仏
道

を
理
解
す
る
能
力
が
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

○
闡せ
ん
た
い提
…
「
一
闡
提
」
の
略
。
仏
法
を
信
じ
る
こ
と
な
く
、
仏
法
の
素
質

を
か
く
者
。

○
冥み
や
う
か加
…
神
仏
の
加
護
、
恩
恵
の
こ
と
。
茗
荷
と
か
け
る
。

○
狂
言
綺
語
…
道
理
に
合
わ
な
い
言
葉
と
巧
み
に
飾
っ
た
言
葉
。
仏
教
や

儒
教
の
立
場
か
ら
、
い
つ
わ
り
飾
っ
た
小
説
、
物
語
の
類
を
い
や
し
め
て

言
う
。

○
三
界か
い

万は
ん
れ
ゐ霊
、六
親
眷け
ん
そ
く属
、草
木
国
土
悉し
つ
か
い皆
成
佛
…
「
三
界
万
霊
」
は
欲
界
、

色
界
、無
色
界
の
三
つ
の
世
界
に
い
る
す
べ
て
の
霊
の
こ
と
、「
六
親
眷
属
」

は
い
っ
さ
い
の
血
族
や
姻
族
、「
草
木
国
土
」
は
草
木
や
国
土
の
よ
う
に

非
情
な
も
の
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
具
有
し
て
成
仏
す
る
と
い
う
意
。

注一　

 

愛
知
県
海
部
郡
大
治
町
に
あ
る
天
台
宗
の
寺
院
で
、
日
本
最
古
の
眼
科
専
門
の

医
療
施
設
と
さ
れ
る
。

二　
『
六
条
葵
上
物
語
』。
今
西
祐
一
郎
、
一
二
三
～
一
五
五
頁
。

三　

 『
徒
然
草
』
第
六
九
段
の
性
空
上
人
を
描
く
段
に
「
辛
き
目
」
と
表
現
し
、
豆
の

殻
を
擬
人
化
し
て
記
す
場
面
が
あ
る
。

四　

 『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
六
』「
狂
言
歌
謡
」
百
三
十
三
、三
七
八
～
三
八
九
頁
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年

五　

 『
続
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
二
、
五
二
～
六
四
頁
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
六
一
年
）

六　

 

関
口
静
雄
『
秋
篠
文
化
』
四
号
、「
唐
招
提
寺　

修
正
会
と
声
明
」
四
九
～
六
〇
頁
、

二
〇
〇
六
年
。

七　

 『
学
習
院
大
学
紀
要
』
第
八
号 

七
～
二
十
頁
、
二
〇
〇
六
年
。

八　

 

食
物
は
、
蕗
、
蕨
、
薏
苡
、
苣
、
末
摘
花
（
ベ
ニ
バ
ナ
）、
鏡
草
（
大
根
）、
夕
顔
、

鬼
燈
、
薺
、
榎
、
木
耳
、
朝
菜
、
夕
菜
、
葛
の
葉
、
薊
、
卯
の
花
、
鎧
草
、
蓮
、
薤
、

繁
縷
、
靫
草
、
土
筆
、
錦
草
、
ゆ
き
の
し
た
、
筍
、
瓢
箪
、
蕪
、
仏
の
座
、
岩
梨
、

杉
菜
、
稲
、
蒜
、
犬
蓼
、
巴
豆
、
芹
、
蓼
、
鼓
草
、
え
び
葛
（
葡
萄
）、
茗
荷
、

壁
生
草
、
深
見
草(

牡
丹
）
な
ど
が
記
さ
れ
る
。


