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中
世
に
お
け
る
触
穢
と
精
進
法
を
め
ぐ
る
天
皇
と
民
衆
知 
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本
稿
は
、
前
近
代
の
触
穢
と
精
進
法
の
あ
り
方
を
通
じ
て
、
前
近
代
の
呪
術
・
信
仰
が
生
業
・
技

術
や
権
力
の
動
き
・
さ
ら
に
は
民
衆
生
活
を
ど
の
よ
う
に
規
制
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
、

こ
れ
ま
で
の
通
説
で
あ
る
ケ
ガ
レ
観
念
の
国
家
的
管
理
論
や
、
天
皇
・
禁
裏
や
伊
勢
神
宮
は
神
聖
な

空
間
が
維
持
さ
れ
、
穢
多
・
清
目
・
河
原
者
に
は
「
服
忌
に
よ
っ
て
も
禊
祓
に
よ
っ
て
も
払
拭
で
き

な
い
穢
」
が
集
中
し
た
と
す
る
見
解
を
実
証
面
か
ら
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
室
町
期

の
内
裏
で
は
禁
中
触
穢
が
繰
り
返
さ
れ
、
天
皇
は
四
方
拝
や
毎
日
拝
を
神
事
で
な
い
こ
と
を
理
由
に

穢
の
と
き
で
も
公
事
と
し
て
実
施
し
て
い
た
史
実
を
指
摘
し
た
。
系
譜
上
の
父
母
で
あ
る
上
皇
・
国

母
が
死
去
し
た
際
に
は
、
倚
廬
と
よ
ぶ
粗
末
な
庵
を
つ
く
り
十
四
日
間
忌
み
こ
も
り
を
行
な
っ
て
お

り
、
禊
ぎ
と
祓
え
に
よ
っ
て
死
穢
を
キ
ヨ
メ
る
呪
術
的
儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。

こ
こ
か
ら
中
世
天
皇
や
禁
中
が
穢
れ
と
浄
の
混
在
す
る
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

第
二
に
、
伊
勢
神
宮
の
最
初
の
服
忌
令
と
さ
れ
る
「
文
保
記
」
の
史
料
検
討
を
行
い
、
東
海
地
方

の
神
官
や
民
衆
が
触
穢
に
対
処
す
る
精
進
法
の
個
別
事
例
集
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
、
在
地
の
民
衆
知
で
は
生
業
を
優
先
的
に
営
む
た
め
に
、
物
忌
み
や
禁
忌
の
期
間
を
短
縮
し
、

「
斃
牛
馬
を
掃
除
の
人
、
穢
の
限
以
後
、
別
憚
り
無
き
也
」
と
の
規
定
を
作
り
出
し
、
被
差
別
民
に

対
し
て
も
穢
れ
は
消
滅
す
る
も
の
・
払
拭
で
き
る
も
の
と
い
う
社
会
思
潮
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
あ

き
ら
か
に
し
た
。

　

第
三
に
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期
の
東
海
地
方
の
下
層
民
衆
は
、
死
人
の
葬
儀
を
忌
避
し
「
触
穢

を
遁
れ
る
た
め
」
に
「
野
棄
」
や
「
速
懸
」
と
呼
ば
れ
た
死
体
遺
棄
と
い
う
独
自
な
埋
葬
方
法
を
実

施
し
た
。
そ
れ
は
中
世
社
会
に
お
い
て
「
死
去
の
不
審
」
が
あ
っ
た
た
め
、
生
き
か
え
る
こ
と
を
期

待
し
た
民
衆
の
行
動
で
あ
り
、
野
棄
・
速
懸
は
下
層
民
衆
独
自
の
合
理
的
な
知
の
体
系
性
を
も
っ
た

民
衆
知
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

中
世
天
皇
や
禁
裏
は
、
触
穢
思
想
の
枠
内
に
お
い
て
機
能
し
て
い
た
が
、
地
方
の
民
衆
知
は
、
触

穢
思
想
を
相
対
化
し
、
生
き
抜
く
た
め
の
生
業
活
動
を
優
先
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
禁
中
触
穢
、
倚
廬
の
儀
、
死
去
の
不
審
、
野
棄
・
速
懸
、
民
衆
知

は
じ
め
に

笊
天
皇
に
お
け
る
死
穢
と
倚
廬
儀
礼

笆
触
穢
観
念
を
め
ぐ
る
服
忌
令
と
穢
の
消
滅

笳
中
世
民
衆
知
と
し
て
の「
野
棄
」・「
速
懸
」

む
す
び
に

﹇
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は
じ
め
に

　

生
業
・
技
術
と
呪
術
・
信
仰
と
の
未
分
化
な
一
体
性
は
、
近
代
社
会
で
の
国
家
と

宗
教
と
の
分
離
に
よ
っ
て
解
体
す
る
時
代
へ
と
転
換
し
た
。
近
代
化
の
過
程
は
、
技

術
・
科
学
と
呪
術
・
宗
教
と
が
分
離
・
対
立
す
る
近
代
知
の
世
界
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
生
業
・
技
術
が
呪
術
・
信
仰
と
連
続
・
一
体
化

し
て
お
り
、
前
近
代
知
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
後
者
が
前
者
を
規
制
し
て
い
た
歴
史

事
象
が
多
い
。

　

前
近
代
で
は
、
人
間
は
神
仏
の
保
護
を
受
け
て
生
活
を
営
む
も
の
と
い
う
社
会
観

念
が
生
き
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
神
仏
に
絶
え
ず
祈
願
し
、
ま
た
、
神
が
嫌
う
死
穢
・

血
穢
・
産
穢
に
触
れ
た
と
き
は
人
が
物
忌
み
・
精
進
に
よ
っ
て
自
ら
の
ケ
ガ
レ
を
落

と
し
神
仏
と
人
と
の
共
同
生
活
を
再
生
す
る
慣
行
が
存
在
し
た
。
そ
れ
が
触
穢
と
精

進
法
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
生
業
や
日
常
生
活
が
呪
術
・
信
仰
と
未
分
化
な
一
体
性
を

も
っ
て
い
た
事
象
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
前
近
代
の
触
穢
と
精
進
法
の
あ
り
方
を
通
じ
て
、
前
近
代
の
呪
術
・
信

仰
が
生
業
・
技
術
や
権
力
の
動
き
を
ど
の
よ
う
に
規
制
し
て
い
た
の
か
、
し
か
も
上

は
天
皇
か
ら
、
下
は
下
層
民
衆
に
至
る
ま
で
中
世
人
が
触
穢
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

対
応
を
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

古
代
中
世
に
お
け
る
呪
術
・
信
仰
が
も
つ
生
業
や
技
術
へ
の
社
会
的
規
制
力
の
あ
り

方
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
は
中
世
と
い
う
時
代
の
社
会
常
識
や
社
会
思
潮
が

ど
の
よ
う
な
力
を
発
揮
し
、
ま
た
時
代
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
を
分

析
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

高
木
博
志
に
よ
る
と
、
近
世
後
期
ま
で
朝
廷
と
結
び
つ
き
の
強
か
っ
た
陰
陽
師
・

芸
能
賤
民
・
夙
と
い
わ
れ
る
雑
種
賤
民
が
朝
廷
の
宮
廷
行
事
に
お
い
て
、
正
月
五
日

の
千
寿
万
歳
・
猿
曳
き
、
十
七
日
の
三
毬
打
な
ど
寿
ぐ
儀
式
に
入
り
込
ん
で
い
た
が
、

明
治
初
年
に
は
宮
中
か
ら
排
除
さ
れ
、
京
都
御
所
の
黒
戸
・
大
元
帥
法
・
後
七
日
御

修
法
な
ど
年
中
行
事
が
廃
止
さ
れ
、
宮
中
に
お
け
る
神
仏
分
離
が
進
み
、
宗
教
秩
序

が
解
体
し
、
賤
や
穢
の
価
値
観
が
百
八
十
度
転
換
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
い

い
か
え
れ
ば
、
前
近
代
に
お
い
て
は
賤
民
や
穢
が
天
皇
・
聖
と
と
も
に
同
居
し
て
い

た
世
界
観
が
解
体
し
、
近
代
の
宮
廷
・
宮
中
は
神
聖
な
世
界
に
純
化
さ
せ
ら
れ
た
と

す
�

　

先
に
、
私
は
中
世
寺
院
が
寺
内
と
は
別
に
「
寺
辺
」
に
対
す
る
警
察
裁
判
権
や
課

税
免
税
特
権
を
獲
得
し
て
、
承
仕
・
寺
役
人
・
力
者
・
輿
舁
な
ど
の
寺
下
部
を
住
人

と
し
て
組
織
化
し
社
会
権
力
に
成
長
し
た
こ
と
、「
寺
辺
」
の
一
部
を
「
散
所
」
に

編
成
し
散
所
長
者
の
下
に
築
地
・
池
堀
・
掃
除
・
道
作
・
壁
塗
・
河
原
者
な
ど
土
木

建
築
技
術
者
を
組
織
化
し
て
い
た
こ
と
、
中
世
を
通
じ
て
禁
裏
河
原
者
や
声
聞
師
系

禁
裏
御
庭
者
が
禁
裏
に
出
入
り
し
て
お
り
、
千
本
に
は
駕
輿
丁
と
河
原
者
が
同
居
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
中
世
で
は
聖
と
不
浄
と
が
未
分
化
な
ま
ま
混
在
す
る

世
界
が
存
在
し
て
い
た
」
と
記
述
し
�

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
中
世
・
近
世
の
禁
裏
と
被
差
別
民
衆
と
の
混
住
、
聖
と
穢
の

同
居
、
聖
と
不
浄
の
混
在
と
い
う
歴
史
像
は
、
今
日
の
中
世
社
会
史
分
野
の
学
界
で

は
少
数
派
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
部
落
史
研
究
や
触
穢
思
想
研
究
の
分
野
で
は
、
天
皇

は
神
聖
性
を
独
占
し
、
対
極
に
あ
っ
た
エ
タ
・
河
原
者
な
ど
被
差
別
民
が
穢
を
体
現

し
て
い
た
と
し
て
、
穢
れ
と
清
浄
と
の
分
離
を
強
調
す
る
見
解
が
通
説
と
し
て
強
固

に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
通
説
に
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
横
井
清
・

黒
田
俊
雄
・
大
山
喬
平
・
脇
田
晴
子
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
中
世
の
被
差
別

観
の
根
源
は
卑
賤
視
に
あ
り
、
宗
教
的
な
清
浄
・
不
浄
観
が
社
会
意
識
の
根
底
に
存

在
し
て
い
た
と
主
張
す
�

　

横
井
清
は
古
代
・
中
世
に
お
い
て
「
触
穢
の
恐
怖
が
渦
巻
」
い
て
い
た
こ
と
を
強

調
し
「
服
忌
に
よ
っ
て
も
禊
祓
に
よ
っ
て
も
払
拭
で
き
な
い
穢
」
が
「
え
た
」
に
体

現
化
さ
れ
、「
こ
れ
を
穢
の
一
大
発
源
母
胎
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
人
び
と
に
認
識

さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
一
つ
の
「
円
」
を
完
結
し
た
」
と
断
言
し

�
こ
の
認
識
は

研
究
者
の
支
持
を
え
て
、「
服
忌
に
よ
っ
て
も
禊
祓
に
よ
っ
て
も
払
拭
で
き
な
い
穢
」

（
１
）

る
。

（
２
）

た
。

（
３
）

る
。

（
４
）

た
。
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が
古
代
・
中
世
・
近
世
に
通
時
代
的
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
認
識
が
七
○
〜
八
○

年
代
の
部
落
史
研
究
者
に
は
、
暗
黙
の
前
提
に
な
っ
て
い
っ
た
。
大
山
喬
平
は
ケ
ガ

レ
観
念
の
国
家
的
管
理
を
強
調
す
る
中
で
「
ケ
ガ
レ
に
お
か
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も

の
は
何
よ
り
も
ま
ず
天
皇
と
そ
の
政
治
で
あ
る
」
と
ア
プ
オ
リ
に
神
聖
性
を
独
占
す

る
天
皇
像
を
押
し
出
し
、
ケ
ガ
レ
の
都
市
的
構
造
論
を
提
起
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、

民
俗
人
類
学
の
山
折
哲
雄
は
「
天
皇
を
「
聖
」
の
世
界
へ
と
隔
離
」
し
天
皇
霊
に
よ

る
宗
教
的
権
威
を
身
に
ま
と
っ
た
天
皇
像
論
を
展
開
し
、
象
徴
天
皇
制
の
理
論
的
根

拠
を
提
供
し
�

　

脇
田
晴
子
は
、
散
所
が
差
別
視
さ
れ
る
の
は
、「
職
業
的
な
差
異
」
＝
「
非
農
業

的
性
格
に
差
別
の
一
因
を
も
と

�
こ
れ
に
支
配
階
級
に
よ
る
不
浄
・
卑
賤
視
が
加

わ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
脇
田
は
「
三
不
浄
と
い
わ
れ
る
黒
不
浄
（
死
穢
）、

赤
不
浄
（
生
理
血
穢
・
産
穢
〔
地
域
に
よ
っ
て
は
産
穢
を
白
不
浄
と
い
う
所
も
あ

る
〕）
は
、
生
理
や
出
産
機
能
を
肉
体
的
に
も
っ
て
い
る
女
性
と
、
そ
れ
を
社
会
的

に
担
わ
せ
ら
れ
た
被
差
別
民
に
関
わ
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
差
別
の
根

源
は
こ
こ
に
あ
ろ

�
と
の
べ
、
中
世
の
女
性
差
別
や
被
差
別
民
へ
の
差
別
の
根
源

は
、「
生
病
老
死
に
ま
つ
わ
る
汚
穢
」
＝
死
穢
・
血
穢
・
産
穢
に
起
因
す
る
と
主
張
し

て
お
り
、
触
穢
が
差
別
の
根
源
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

死
穢
は
神
代
の
時
代
か
ら
通
時
代
的
に
変
わ
ら
ず
存
在
し
、
い
ま
に
ま
で
つ
づ
い

て
い
る
と
い
う
見
解
は
、
本
居
宣
長
以
来
国
学
の
伝
統
で
あ
り
、
民
俗
学
の
高
取
正

�

ど
に
浸
透
し
、
最
近
の
日
本
近
世
史
の
林
由
紀
子
も
「
喪
や
そ
の
穢
を
東
照
大

権
現
に
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
要
求
し
て
、
東
照
大
権
現
を
頂
点
に
将
軍
・
大
名
・
家

臣
と
下
る
、
穢
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
称
す
べ
き
も
の
を
構
築
し
て
い

�
と
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
触
穢
観
は
、
横
井
・
大
山
ら
の
見
解
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
通
説
的
な
歴
史
像
は
、
歴
史
史
料
や
考
古
遺
物
な
ど
に
よ
っ

て
実
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
仮
説
を
前
提
に
成
立
し
て
い
る
も
の

と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

そ
の
理
由
の
第
一
は
、
横
井
清
が
い
う
「
服
忌
に
よ
っ
て
も
禊
祓
に
よ
っ
て
も
払

（
５
）

た
。

（
６
）

め
」、

（
７
）

う
」

（
８
）

男
な

（
９
）

た
」

拭
で
き
な
い
穢
」
が
中
世
社
会
に
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
実
証
さ
れ
た
史

実
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
大
山
の
い
う
「
甲
乙
丙
丁
の
穢
と
そ
の
ケ
ガ
レ

の
解
消
を
意
味
す
る
穢
の
日
数
の
限
定
」
が
「
ケ
ガ
レ
観
念
の
肥
大
化
」
を
意
味
し

て
い
た
と
い
う
見
解
も
具
体
的
史
料
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
う

し
た
見
解
は
、
中
世
人
は
死
穢
や
穢
に
対
す
る
忌
避
観
念
が
強
か
っ
た
と
し
、
服
忌

令
に
よ
る
日
数
の
限
定
や
穢
の
甲
乙
丙
の
指
定
は
穢
の
忌
避
観
念
を
し
め
す
も
の
で
、

天
皇
か
ら
穢
を
遠
ざ
け
る
規
定
と
理
解
し
て
き
た
。
高
取
正
男
は
清
和
朝
に
天
皇
が

正
殿
か
ら
地
に
お
り
る
行
為
は
、
死
穢
忌
避
観
念
に
由
来
す
る
も
の
で
、「
地
面
に

敷
か
れ
た
青
草
の
う
え
に
身
を
お
き
、
そ
れ
の
も
つ
精
機
に
直
接
ふ
れ
な
が
ら
忌
み

こ
も
り
す
る
こ
と
で
生
命
の
再
生
と
復
活
が
は
か
ら
れ

�
と
の
べ
、
他
方
で
庶
民

の
中
で
は
死
穢
に
無
頓
着
で
あ
る
と
い
う
対
比
的
な
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
天
皇
に
と
っ
て
物
忌
み
や
忌
み
籠
り
は
、
穢
れ
か
ら
身
を
浄
め
る
精
進
生
活

で
は
な
く
、
死
穢
を
忌
避
し
て
土
地
の
力
に
よ
っ
て
生
命
の
復
活
を
図
る
の
だ
と
神

秘
的
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
高
取
の
見
解
も
古
代
中
世
人
の
社
会
意
識
を
示
す
具
体
的
史
料
か
ら
帰

納
・
実
証
し
た
も
の
で
は
な
く
、
現
代
人
で
あ
る
高
取
の
解
釈
し
た
見
解
に
す
ぎ
な

い
。
と
り
わ
け
、
聖
の
体
現
者
と
し
て
観
念
さ
れ
た
天
皇
自
身
は
、
死
穢
を
忌
避
す

る
存
在
で
あ
り
、
皇
都
―
内
裏
―
玉
体
は
清
浄
の
体
現
者
と
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
信

じ
ら
れ
、
天
皇
や
禁
裏
が
死
穢
・
血
穢
・
産
穢
に
ま
み
れ
た
汚
穢
の
存
在
で
も
あ
っ

た
歴
史
事
実
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
天
皇
が
穢
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
対
応
を
し
た
の
か
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
中
で
避
け
て
問
わ
れ
な
か
っ
た
問

題
に
つ
い
て
実
証
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

私
見
に
よ
れ
ば
、『
延
喜
式
』
神
祇
条
項
が
規
定
す
る
穢
の
日
数
の
「
忌
む
」
行

為
は
、
死
穢
の
忌
避
観
念
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
物
忌
み
＝
精
進
生
活
の
日
数
に

よ
っ
て
穢
を
消
滅
さ
せ
て
も
と
の
生
活
に
復
帰
す
る
呪
術
的
行
為
と
見
な
す
べ
き
で

あ
る
。
服
仮
・
服
忌
や
物
忌
み
と
い
う
行
為
は
触
穢
を
忌
避
す
る
観
念
だ
と
す
る
こ

れ
ま
で
の
通
説
的
認
識
は
あ
や
ま
り
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
は
物
忌
み
に
よ
っ
て
穢

（　

）
１０た
」

［中世における触穢と精進法をめぐる天皇と民衆知］……井原今朝男
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れ
を
消
滅
さ
せ
る
精
進
法
で
あ
り
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の
問
題
と
し
て
理
解
す
べ
き
で

あ

�
本
稿
で
は
、
忌
み
籠
り
の
日
数
は
精
進
・
潔
斎
に
よ
り
穢
を
消
滅
さ
せ
る
精

進
法
を
規
定
し
た
も
の
と
し
て
記
述
し
て
い
く
。

　

第
二
に
、
横
井
清
は
、
触
穢
思
想
は
民
衆
に
ま
で
お
よ
び
「
民
衆
世
界
に
お
い
て

「
社
」
を
中
心
と
し
て
の
穢
忌
の
心
が
根
づ
よ
く
あ
っ

�
と
主
張
す
る
。
本
居
宣

長
が
「
死
を
穢
と
す
る
こ
と
は
神
代
よ
り
然
り
、
さ
れ
ど
そ
れ
も
日
数
の
か
ぎ
り
の

定
ま
り
し
は
後
な
る
べ
し
、
又
忌
服
は
唐
国
を
ま
ね
び
た
る
後
の
事
也
」〔『
玉
勝

間
』〕
と
の
べ
て
い
る
こ
と
と
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
死
穢
を
忌
避
す
る
観
念
は

古
く
か
ら
民
衆
に
ま
で
及
び
、
服
喪
の
習
慣
や
日
数
に
よ
っ
て
穢
を
払
う
こ
と
は
後

代
に
天
皇
家
が
い
ち
早
く
中
国
か
ら
導
入
し
た
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

本
当
に
中
世
民
衆
が
も
っ
て
い
た
無
文
字
知
・
民
衆
知
・
習
慣
知
と
い
わ
れ
る
も
の

の
中
に
、
死
を
穢
と
す
る
社
会
意
識
が
根
強
く
あ
っ
た
の
か
否
か
は
史
料
に
即
し
て

具
体
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

触
穢
観
念
は
民
衆
の
中
に
根
強
く
存
在
し
た
と
い
う
認
識
は
、
神
道
研
究
者
の
み

な
ら
ず
、
部
落
史
研
究
者
の
中
に
も
い
ま
な
お
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し
、
死
穢
が

物
忌
み
や
精
進
の
日
数
で
消
滅
す
る
精
進
法
で
対
応
で
き
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

服
忌
令
に
対
し
て
中
世
の
民
衆
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
。
民
衆
は
父
母
や
子

弟
が
死
去
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
死
穢
に
対
応
し
た
の
か
、
服
忌
令
に
対
す
る
中

世
民
衆
知
の
世
界
を
実
証
的
に
具
体
的
史
料
に
即
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

笊
天
皇
に
お
け
る
死
穢
と
倚
廬
儀
礼

﹇
研
究
史
の
論
点
と
本
章
の
課
題
﹈

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
横
井
清
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
天
皇
や
禁
中
は
清
浄
な

存
在
と
さ
れ
、
そ
の
対
極
に
あ
っ
た
穢
多
や
河
原
者
が
穢
を
体
現
化
し
た
存
在
と
さ

れ
て
き
た
。
洛
中
に
は
河
原
者
の
定
住
は
国
家
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
と
い
う
見
解

（　

）
１１る
。

（　

）
１２た
」

を
も
と
に
、
大
山
喬
平
は
キ
ヨ
メ
の
都
市
的
構
造
論
を
提
起
し
、
そ
れ
を
前
提
に
し

て
村
井
章
介
は
国
家
の
空
間
観
念
と
し
て
ケ
ガ
レ
の
同
心
円
的
構
造
論
を
提
起
し

�

と
は
よ
く
知
ら
れ
、
い
ま
な
お
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
宗
教
民
族

学
の
山
折
哲
雄
や
永
原
慶
二
・
伊
藤
喜
良
ら
の
中
世
天
皇
論
で
も
、
天
皇
に
は
死
穢

や
ケ
ガ
レ
が
な
い
存
在
と
し
て
立
論
さ
れ
て
い

�
近
年
、
片
岡
耕
平
は
、「
天
皇

の
身
体
が
穢
の
対
極
に
あ
っ
た
と
は
認
め
難
い
」
と
指
摘
し
「
清
浄
な
神
を
穢
か
ら

守
る
こ
と
、
神
事
を
予
定
通
り
に
遂
行
す
る
こ
と
の
二
つ
が
天
皇
の
な
す
べ
き
事
柄

で
あ
っ
た
」
と
す
る
興
味
深
い
見
解
を
提
示
し
て
い

�
ま
た
古
代
の
産
穢
は
、
医

療
や
陰
陽
道
の
導
入
に
よ
っ
て
中
国
の
道
教
系
信
仰
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
、
弘
仁

式
に
日
数
が
制
度
化
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
、
死
穢
や
産
穢
が
九
〜
十
世
紀
に
制
度
化

さ
れ
た
時
期
に
お
い
て
も
女
子
の
月
経
は
血
穢
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
�

　

ケ
ガ
レ
観
念
の
肥
大
化
と
か
死
穢
忌
避
観
念
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き

た
服
忌
令
に
つ
い
て
も
、
岡
田
重
精
は
「
庶
民
の
参
詣
者
が
増
加
す
る
に
伴
な
い
、

そ
の
神
聖
性
を
保
持
す
る
の
も
主
旨
と
し
て
参
詣
の
た
め
の
斎
戒
精
進
な
い
し
禁
制

を
整
理
し
た
も
の
」
と
規
定
す

�
触
穢
規
定
は
神
域
を
穢
か
ら
防
備
す
る
意
図
か

ら
成
立
し
た
と
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
�

　

し
か
し
、
延
喜
式
や
服
忌
令
は
臣
下
の
順
守
規
定
で
あ
っ
て
、
天
皇
や
上
皇
が
死

穢
を
受
け
精
進
法
を
受
容
し
て
い
た
か
否
か
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
も
検

討
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。

　

そ
こ
で
、
中
世
天
皇
が
死
穢
と
と
も
に
存
在
し
、
服
忌
令
を
順
守
す
る
存
在
で

あ
っ
た
か
否
か
を
別
の
視
角
か
ら
み
よ
う
。

　

本
論
が
分
析
の
視
点
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
「
倚
廬
の
儀
」
と
い
う
宮
中
儀
礼
で
あ
る
。
天
皇
の
系
譜
上
の
父
母
が
死
去
し
た

と
き
、
天
皇
自
身
が
死
穢
を
み
ず
か
ら
引
き
受
け
、
系
譜
上
の
父
母
の
恩
に
報
謝
し
、

宮
中
に
粗
末
な
庵
を
つ
く
り
一
定
期
間
忌
み
籠
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
穢
を
祓
い

浄
め
る
精
進
法
の
呪
術
的
儀
礼
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
天
皇
も
死
穢
を
受
け
精
進
法
を

（　

）
１３た
こ

（　

）
１４る
。（　

）
１５る
。

（　

）
１６る
。

（　

）
１７る
。

（　

）
１８る
。
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受
容
し
て
い
た
こ
と
を
実
証
し
、
中
世
天
皇
が
聖
と
不
浄
と
を
未
分
化
な
ま
ま
混
在

す
る
世
界
に
生
き
て
い
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。

　

中
世
の
年
中
行
事
の
枠
組
み
は
宇
多
朝
か
ら
村
上
朝
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
と
い
わ

れ
、
内
裏
式
・
新
儀
式
や
行
事
書
な
ど
を
さ
ぐ
る
と
、『
西
宮
記
』
の
中
に
倚
廬
の

儀
に
つ
い
て
の
規
定
が
も
っ
と
も
整
備
さ
れ
た
形
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、

ま
ず
古
代
史
分
野
の
検
討
か
ら
入
ろ
う
。

１　

古
代
に
お
け
る
倚
廬
儀
礼
と
忌
み
籠
り

﹇
西
宮
記
に
み
え
る
崩
御
規
定
﹈

　
『
西
宮
記
』
巻
十
二
に
「
太
上
天
皇
・
皇
祖
母
后
崩
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
太

上
天
皇
と
皇
祖
母
后
の
死
去
し
た
場
合
の
措
置
を
き
め
て
い
る
。

太
上
天
皇
・
皇
祖
母
后
崩

　
　

任
葬
司
事 
葬
料
、
御
葬
事
作
法
依
遣
令
趣 

本
院
申
請
者
不
在
、
或
時
被
奉
御

①　

御
訪
使
、
院
司
就
外
記
申
遣
遺
詔
旨
哀
類　
　

停
素
服
挙

②　

仰
諸
道
令
勘
申
廃
朝
着
服
事 
不
勘　
　
 

旧
例
近
時

③　

止
音
楽
奏
事 
外
記　
　
 

停
素
服
挙
哀

上
卿
、
仰

 
符　
　
 

宣
旨
官

④　

遣
固
関
使
事 
国　
 

警
固
事

或
付

⑤　

大
赦
事
、
免
獄
囚
給
物
、
天
皇
着
服
事 
月　
　
 

以
日
易

⑥　

毎
七
日
御
誦
経
事
、 
従
内
蔵
官
人
等
有
例　
　
 

使
殿
上
四
位
已
下
、
若
侍

⑦　

公
家
被
修
御
斎
会 
院
修　
 

或
於
本

　
　

諒
闇 
云
梁
諳
、
史
記
云
亮
闇　
 

謂
天
子
遭
父
母
喪
、
礼
記

⑧　

天
皇
御
倚
廬
事 
方　
 

公
卿
・
侍
臣
・
女
房
出
陣
外
着
素
服 
方 

、

依
吉 

吉

 
着
巻
纓
、
着
位
袍　
　
 

、

有
障
不
参
会
人
後
、
不

天
皇
着
服 
帯
、
藁
召
大
炊
寮
、
入
柳
筥
云
　々
　
 

内
匠
寮
搆
承
塵
骨

貲
布
御
巾
子
冠
、
表
衣
下
襲
袴
、
藁
御

 
長
木
作　
 

掃
部
寮
以
信
濃
筵

召
修
理
職

張
之 
皆
張
之　
 

承
塵
骨
下
垂
二
尺
搆
天
井
方
九
尺

御
在
所
中

 
以
筵
張
之　
 

以
葉
薦
鋪
之
、
上
以

以
竹
為
骨
、

筵
施
盈
、
御
座
廻
以
筵
曳
度
、
以
竹
蔀
之
、
有
二
口
、
随
所
便
開
之
、
以

黒
細
布
懸
之
、
御
在
所
以
筵
曳
廻
、
以
折
薦
畳
、
為
女
房
座 
帳　
　
 

、
以
近

有
御
基

辺
便
所
、
為
侍
臣
候
所
、
着
服
了
、
内
侍
以
神
璽
等
、
置
廬
中
、
次
入
御
、

御
膳
、
黒
折
櫃
六
合
黒
飯 
飯　
 

帯
劔
公
卿
不
取
笏

副
白

⑨　

除
服
事 
月　
　
 

、
男
女
房
出
陣
外
、
除
服

以
日
易

⑩　

御
禊
事
、
宮
主
傍
敷
葉
薦
二
枚 
高
坏　
　
 

御
禊
了
、
遣
宮
主
於
河
原 
官
人　
 

居
入
錫
紵 

副
内
蔵

⑪　

御
本
殿
事 
上
官
儀
、
式
官
随
本
官
、
設
位
袍　
 　

御
殿
装
束
、
懸
薦
簾

殿
上
人
着
黒
橡
衣
、
旧
例
有
宣
旨
、

 
鈍
色
手
作
布
、
為
冒
額
縁　
　
 

、
殿

召
摂
津
薦
簾
、
給
隼
人
司
、
以

内
御
障
子
・
御
屏
風
・
帳
基
帳
骨
白

用
鈍
色
絹 
手
作
布　
　
 

、
白
木
御
帳

度
殿
障
子
、

 
又  
御  
膳  
、  
用  
黒  
漆 

無 
帳 
云 
有 
白 
木 
御

 
御  
台 

、
床 
、

 
装
也
云
々
、
台
又
夜
御
帳 

不
立
大
床
子
、
敷
筵
二
枚
、
上
敷
文
圓
座
、
黒
端
御
畳
、

及
同
合
子
、
然
是
涼
陰
間

男
女
房
不
立
御
椅
子 
座　
 

黒
漆
御
膳
具
・
御
台
盤

敷
圓

 
馬
、
頭
盤
、
或
合
子 

御
禊
了
、
即
還

無
台
盤
、
焼
除
出　

御

　

御
法
事

⑫　

御
斎
会
、
納
言
已
下
行
事
、
無
御
願
文 
目
録　
 

、
七
人
之
中
三
僧
、
給
法
服

有
佛
教

 
定
也　
 

、
御
佛
無
定
事

代
々
不

 
三
十
七
尊　
 

百
僧 
納　
　
 

諸
司
備
僧
供

多
用
金
剛
界 

旧
例
着

⑬　

一
周
後
、
於
朱
雀
門
、
行
大
祓
、
其
日
、
候
殿
上
侍
臣
、
着
吉
服
巻
纓
、

聞
大
祓
了
、
告
垂
纓
、
殿
上
雑
具
、
皆
如
旧
従
吉

　

こ
こ
か
ら
、
十
世
紀
の
天
皇
家
の
葬
事
の
基
本
原
則
が
わ
か
る
。「
太
上
天
皇
」

と
「
皇
祖
母
后
」
が
死
去
し
た
際
に
、
天
皇
が
お
こ
な
う
べ
き
諸
行
事
が
、「
葬
司
」

と
「
諒
闇
」
と
「
法
事
」
に
三
区
分
さ
れ
て
い
る
。「
太
上
天
皇
」
に
つ
い
て
、
仁

藤
敦
史
は
薬
子
の
変
の
反
省
か
ら
嵯
峨
天
皇
は
冷
泉
院
に
移
り
、
退
位
し
た
も
の
が

天
皇
位
に
復
帰
す
る
重
祚
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
太
上
天
皇
の
尊
号
宣
下
を
受
け
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。「
皇
祖
母
后
」
は
ス
メ
ミ
オ
ヤ
と
い
い
、
皇
統
系
譜
上
の

母
を
指
す
称
号
の
こ
と
で
、
皇
位
未
定
の
と
き
指
名
す
る
権
利
を
も
つ
と
指
摘
し
て

い

�
も
と
よ
り
仁
藤
は
九
世
紀
以
前
を
論
じ
た
も
の
で
、『
西
宮
記
』
の
規
定
に

言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
十
世
紀
、
村
上
朝
の
こ
ろ
実
父
・
実
母
だ
け
で
は
な

く
、
皇
統
系
譜
上
の
父
・
母
の
と
き
を
想
定
す
る
か
ら
こ
そ
「
太
上
天
皇
」
と
「
皇

祖
母
后
」
の
規
定
が
『
西
宮
記
』
に
継
承
さ
れ
、
天
皇
は
諒
闇
の
行
事
を
営
ん
だ
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

も
と
よ
り
『
西
宮
記
』
の
規
定
は
、
時
代
の
変
化
を
受
け
て
上
皇
の
家
政
機
関
で

（　

）
１９る
。
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あ
る
院
庁
の
発
言
権
が
拡
大
し
て
い
る
。「
任
葬
司
事
」
で
は
「
本
院
の
申
請
あ
ら

ば
不
在
」
と
あ
り
、
上
皇
の
遺
言
に
よ
っ
て
は
葬
司
が
お
か
れ
な
い
場
合
が
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
通
例
で
は
上
皇
が
葬
司
を
指
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
例
を
み
る
と
、

死
去
し
た
上
皇
の
親
愛
の
院
司
が
葬
司
を
つ
と
め
て
い
る
事
例
が
多
い
。「
御
葬
事
」

に
あ
た
る
納
棺
・
火
葬
・
拾
骨
・
埋
葬
・
墓
所
の
設
営
な
ど
の
「
御
葬
事
作
法
」
は

本
人
の
遺
言
に
随
う
。
つ
い
で
、
①
本
院
か
ら
御
訪
使
を
派
遣
す
る
が
、
本
院
の
院

司
が
外
記
に
対
し
て
遺
詔
旨
を
伝
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
御
葬
事
」
は
、
上
皇
の

遺
言
に
も
と
づ
い
て
院
司
主
体
で
営
ま
れ
る
原
則
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
基
本
的
に

上
皇
家
の
家
政
行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
規
定
で
あ
る
。

　

朝
廷
の
側
で
は
、
②
廃
朝
と
と
も
に
③
音
楽
や
奏
事
を
一
定
期
間
停
止
し
て
臣
下

や
民
と
と
も
に
喪
に
服
す
る
。
④
固
関
使
が
派
遣
さ
れ
て
警
固
が
な
さ
れ
、
⑤
大
赦

の
あ
と
放
免
が
お
こ
な
わ
れ
給
物
が
支
給
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
上
皇
に
死
に
と
も

な
う
天
皇
の
主
宰
す
る
朝
廷
側
の
公
式
葬
事
で
あ
る
。
七
日
ご
と
に
毎
七
日
仏
事
と

四
九
日
ま
で
御
誦
経
を
行
い
、
天
皇
主
宰
の
御
斎
会
の
仏
教
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

　
「
諒
闇
」
と
は
天
子
が
父
母
の
喪
に
遭
う
こ
と
を
謂
う
。
服
喪
儀
礼
で
あ
る
。
こ

の
中
心
行
事
は
⑧
「
倚
廬
の
儀
」
で
あ
る
。
天
皇
み
ず
か
ら
が
貲
布
＝
細
美
布
の
巾

子
の
冠
と
、
表
衣
を
着
て
袴
を
つ
け
藁
の
帯
を
ま
く
。
粗
末
な
衣
服
を 
錫  
紵 
と
よ
ん

し
ゃ
く 
じ
ょ

で
い
る
。
さ
ら
に
、
竹
を
柱
と
し
信
濃
の
筵
を
張
り
、
葉
の
薦
を
敷
く
。
竹
で
蔀
を

二
口
つ
く
り
、
黒
い
細
布
を
懸
け
る
庵
式
の
粗
末
な
仮
屋
を
つ
く
る
。
こ
れ
を
倚
廬

御
所
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
天
皇
が
み
ず
か
ら
神
璽
と
と
も
に
籠
も
り
、
御
膳

と
黒
の
折
櫃
と
六
合
の
黒
飯
を
出
す
儀
式
を
お
こ
な
う
。

　

⑨
除
服
に
な
る
と
、
神
祇
官
の
職
員
で
宮
中
の
神
事
を
お
こ
な
う
宮
主
が
、
天
皇

の
身
に
つ
け
た
錫
紵
に
対
し
て
⑩
祓
を
お
こ
な
い
河
原
に
出
て
禊
ぎ
を
行
う
。
そ
れ

が
終
わ
っ
て
か
ら
、
⑪
倚
廬
の
御
所
を
撤
去
し
て
、
殿
中
の
装
束
・
室
礼
を
も
と
に

も
ど
し
て
天
皇
が
本
殿
に
還
御
す
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
粗
末
な
仮
屋
を
つ
く
り
、
そ

こ
に
忌
み
こ
も
る
精
進
法
の
実
践
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

　
「
法
事
」
は
、
朝
廷
で
七
僧
を
導
師
に
百
僧
に
よ
っ
て
御
斎
会
を
営
み
、
一
周
忌

の
あ
と
、
朱
雀
門
で
の
大
祓
で
、
す
べ
て
の
行
事
が
終
了
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

﹇
倚
廬
に
つ
い
て
の
研
究
史
﹈

　

で
は
、
古
代
史
研
究
に
お
け
る
倚
廬
の
儀
に
関
す
る
研
究
史
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
分
野
の
研
究
は
き
わ
め
て
数
少
な
く
、
神
道
史
学
の
渡
辺
（
田

沼
）
真
弓
と
文
献
史
学
の
山
田
充
昭
の
研
究
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
渡
辺
は
、
平
成

元
年
三
月
十
三
日
の
倚
廬
殿
の
儀
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
桓
武
か
ら
後
白
河

ま
で
の
倚
廬
の
儀
を
概
観
し
て
、「
平
安
時
代
の
喪
葬
儀
礼
は
殯
も
す
た
れ
て
薄
葬

化
し
、
た
だ
仏
事
の
追
善
供
養
の
み
が
盛
行
し
て
い
た
と
云
う
感
が
あ
る
。
し
か
し
、

追
善
行
事
の
盛
ん
な
時
代
に
あ
っ
て
も
な
お
、
殯
宮
儀
礼
が
存
続
し
て
お
り
…
特
に

天
皇
は
倚
廬
と
い
う
服
喪
施
設
で
忌
ご
も
り
の
生
活
を
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
。
倚

廬
の
期
間
が
十
四
日
間
に
な
っ
た
の
も
、
光
孝
天
皇
が
東
宮
と
し
て
仁
和
四
年
九
月

二
日
か
ら
十
五
日
ま
で
倚
廬
渡
御
し
た
事
例
が
初
見
で
あ
る
と
す
る
。
桓
武
〜
陽
成

朝
に
あ
た
ら
し
い
服
喪
制
度
が
確
立
し
た
の
は
「
穢
意
識
の
台
頭
」
に
よ
る
も
の
だ

と
指
摘
し
、
文
徳
〜
光
孝
天
皇
ま
で
の
穢
の
発
生
事
例
６
６
回
に
つ
い
て
調
査
し
、

穢
の
対
処
法
と
し
て
、
Ａ
祭
祀
の
延
期
・
停
止
、
Ｂ
祭
祀
者
の
変
更
、
Ｃ
内
裏
大
祓

の
実
施
の
三
つ
が
あ
っ
た
と
す
�

　

山
田
充
昭
は
、
奈
良
時
代
に
は
倚
廬
の
御
所
は
存
在
せ
ず
桓
武
天
皇
の
母
后
高
野

新
笠
の
死
去
に
際
し
て
天
皇
が
錫
紵
を
服
し
た
の
に
は
じ
ま
る
〔『
続
日
本
紀
』
延
暦

八
年
十
二
月
丙
申
条
〕
と
い
い
、
諒
闇
も
仁
明
朝
の
淳
和
院
・
嵯
峨
院
の
死
後
に
は

じ
ま
る
と
い
わ
れ

�
両
者
の
研
究
は
ま
っ
た
く
別
個
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、

相
互
批
判
や
研
究
交
流
は
今
後
の
研
究
課
題
の
よ
う
で
あ
る
。

　

戦
前
の
諸
橋
轍
次
の
研
究
に
よ
る
と
、
中
国
で
は
喪
葬
の 
斬
衰 
三
年
の
制
が
あ
り
、

ざ
ん
さ
い

縄
や
麻
の
喪
服
を
つ
け
、
倚
廬
の
室
に
入
り
粥
を
す
す
り
父
母
の
喪
に
服
し
、
そ
の

あ
と
諒
闇
に
移
っ
た
と
い
う
。『
礼
記
』
の
「
喪
服
小
記
」
に
斬
衰
に
は
葛
と
麻
を

身
に
つ
け
る
と
あ
り
、「
喪
大
記
」
に
「
父
母
之
喪
倚
廬
に
居
す
」
と
あ

�
『
西

宮
記
』
に
み
え
る
倚
廬
の
儀
か
ら
諒
闇
に
至
る
儀
礼
は
、
中
国
の
儒
教
に
よ
る
父
母

（　

）
２０る
。

（　

）
２１る
。

（　

）
２２る
。
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の
喪
に
と
も
な
う
孝
子
の
行
で
あ
っ
た
も
の
が
、
日
本
の
天
皇
儀
礼
に
導
入
さ
れ
た

も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
研
究
課
題
﹈

　

渡
辺
は
天
武
朝
ま
で
み
え
る
殯
宮
儀
礼
は
廃
絶
し
、
倚
廬
は
桓
武
朝
に
中
国
か
ら

宮
中
儀
礼
に
導
入
さ
れ
た
と
い
う
栗
田
寛
説
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

忌
み
ご
も
り
＝
精
進
法
の
淵
源
に
つ
い
て
古
代
史
研
究
が
混
乱
し
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
天
武
朝
の
殯
宮
儀
礼
と
、
桓
武
朝
以
後
の

倚
廬
儀
礼
の
登
場
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
道
教
系
触
穢
認
識
と
の
関
係
も
含
め
て

研
究
が
深
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
代
の
忌
み
籠
り
は
、
中
世
社
会
へ
と
連

続
し
て
い
く
。
寛
仁
三
年
（
一
○
一
九
）
四
月
一
条
院
妃
延
子
が
死
去
し
た
と
き
、

『
栄
華
物
語
』
に
は
「
御
い
み
に
こ
も
り
た
る
そ
う
」
＝
籠
僧
が
い
た
こ
と
を
描
写

し
て
い
る
。『
後
撰
和
歌
集
』
哀
惜
条
に
も
藤
原
守
友
和
歌
の
事
書
に
「
き
よ
た
だ

が
枇
杷
大
臣
の
い
み
に
こ
も
り
て
侍
け
る
に
つ
か
わ
し
け
る
」
と
あ
り
、
貴
族
み
ず

か
ら
が
「
忌
み
に
籠
も
り
」
と
い
う
慣
習
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。『
建
内
記
』
嘉

吉
元
年
（
一
四
四
一
）
四
月
十
三
日
条
に
は
「
景
愛
寺
長
老
〈
真
乗
院
、
故
養
徳
院

御
女
〉
母
の
喪
に
依
り
、
去
月
よ
り
籠
居
し
給
う
」
と
あ
り
、
喪
に
服
す
た
め
に
籠

居
し
て
い
る
。
死
穢
の
と
き
の
忌
み
籠
り
は
平
安
・
院
政
期
か
ら
室
町
期
に
い
た
る

貴
族
に
共
通
の
社
会
風
習
と
い
え
よ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
孝
を
重
視
す
る
儒
教
儀
礼
の
倚
廬
の
儀
が
、
日
本
的
な
精
進
法
と

し
て
の
忌
み
籠
り
の
儀
礼
と
複
合
し
て
い
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
宮
主
が
禊
と
祓
を
お

こ
な
う
儀
礼
部
分
を
精
進
法
と
し
て
評
価
で
き
る
の
か
、
と
い
う
諸
点
に
つ
い
て
分

析
的
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
中
世
で
は
、
倚
廬
の
儀

が
儒
教
的
な
服
喪
儀
礼
で
あ
る
と
と
も
に
、
宮
主
が
禊
と
祓
を
行
う
の
は
撫
物
と
贖

い
物
を
供
す
る
こ
と
か
ら
、
穢
れ
を
祓
い
浄
め
る
呪
術
的
儀
礼
の
複
合
で
あ
る
と
い

う
仮
説
を
提
示
し
た
い
。
こ
の
仮
説
の
論
証
は
古
代
中
世
に
お
い
て
も
検
証
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
今
後
の
研
究
課
題
と
い
え
よ
う
。

　

な
お
、
先
代
の
天
皇
の
死
に
際
し
て
一
年
間
を
通
じ
て
お
こ
な
っ
た
「
御
葬
事
」

と
「
諒
闇
」
と
「
法
事
」
の
三
つ
か
ら
な
る
儀
式
の
全
体
像
を
な
ん
と
呼
ん
だ
か

『
西
宮
記
』
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。
儀
式
の
内
容
構
成
は
葬
送
追
善
行
事
と
服
喪
行

事
の
ふ
た
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
天
武
朝
の
殯
宮
行
事
を
検
討
し
た
和
田
萃
は
、

天
武
天
皇
の
葬
礼
で
は
皇
后
が
殯
宮
に
こ
も
っ
て
御
膳
を
供
し
、
仏
教
的
行
事
も
並

行
し
て
い
た
と
し
「
喪
葬
儀
礼
」
と
呼
ん
で
い

�
平
安
期
の
天
皇
の
葬
送
と
服
喪

の
儀
礼
を
検
討
し
た
神
道
史
の
渡
辺
真
弓
も
「
喪
葬
儀
礼
」
の
用
語
を
用
い
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
世
史
に
お
い
て
も
、
葬
送
儀
礼
と
服
喪
儀
礼
か
ら
な
る
中
世
天
皇

家
の
一
年
間
の
葬
儀
・
諒
闇
儀
礼
の
全
体
像
を
喪
葬
儀
礼
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
中
世
の
天
皇
は
、
在
位
中
に
死
去
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
ず
、
譲
位
し

て
上
皇
・
院
と
し
て
死
去
し
、「
御
葬
礼
」
の
み
を
院
司
沙
汰
と
し
て
執
行
す
る
こ

と
が
慣
習
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
堀
裕
が
あ
き
ら
か
に
し

�
天
皇
家
の
葬
送
に
つ

い
て
は
大
石
雅
章
の
研
究
が
あ
り
、
嘉
元
三
年
か
ら
文
保
年
間
以
降
は
沐
浴
・
入
棺

の
儀
が
臣
下
の
沙
汰
か
ら
律
僧
沙
汰
に
変
化
し
、
王
家
の
葬
送
が
泉
涌
寺
の
衆
僧
に

よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
納
骨
は
禅
・
律
・
念
仏
の
寺
院
、
聖
霊
回
向
の
中
陰
仏
事
は

顕
密
寺
院
に
分
業
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

�
久
水
俊
和
は
、
室
町
期
の

後
光
厳
院
か
ら
後
小
松
院
ま
で
葬
送
供
奉
す
る
も
の
は
院
司
を
中
心
に
し
た
「
イ
エ

的
儀
礼
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

�
こ
れ
ら
は
、
古
記
録
に
み
え
る
「
御
葬

礼
」
や
「
毎
七
日
御
仏
事
」
と
さ
れ
た
儀
礼
を
「
葬
送
」
と
し
て
考
察
し
、
そ
の
特

質
を
言
い
当
て
て
い
る
。
ま
た
天
皇
の
追
善
仏
事
に
つ
い
て
は
膨
大
な
研
究
史
が
蓄

積
さ
れ
て
い

�
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
『
西
宮
記
』
に
み
た
「
御
葬
事
」「
法
事
」

に
あ
た
る
。

　

し
か
し
、「
御
葬
事
」
や
「
法
事
」
の
儀
礼
だ
け
を
仏
事
と
し
て
分
析
し
て
い
た

の
で
は
、
上
皇
が
死
去
し
た
と
き
、
子
で
あ
る
系
譜
上
の
天
皇
が
父
母
の
死
穢
や
恩

に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
に
よ
り
も
『
西
宮
記
』

の
い
う
「
諒
闇
」
や
そ
の
中
心
行
事
で
あ
る
「
倚
廬
の
儀
」
に
つ
い
て
、
中
世
の
宮

中
儀
礼
と
し
て
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
い
た
の
か
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　

）
２３る
。

（　

）
２４た
。

（　

）
２５る
。

（　

）
２６る
。

（　

）
２７る
。
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上
皇
の
死
を
葬
礼
や
仏
事
の
み
で
な
く
服
喪
儀
礼
を
含
ん
だ
長
期
の
儀
礼
全
体
像
の

中
で
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
中
世
天
皇
の
典
型
例
と
し
て
だ
れ

も
が
み
と
め
る
後
白
河
法
皇
が
死
去
し
た
と
き
、
後
鳥
羽
天
皇
は
ど
の
よ
う
な
喪
葬

儀
礼
を
営
ん
で
い
た
の
か
、
具
体
的
に
検
討
し
よ
う
。

２　

鎌
倉
期
に
お
け
る
天
皇
の
死
穢
と
倚
廬
の
儀
に
よ
る
精
進
生
活

﹇『
玉
葉
』
に
よ
る
後
白
河
法
皇
の
葬
儀
の
実
態
﹈

　

後
白
河
院
は
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
閏
十
二
月
二
一
日
に
は
「
御
腫
と
御
腹
張

満
」
で
重
病
と
な
り
、
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
三
月
十
日
に
は
平
癒
祈
願
の
た
め
、

諸
社
に
仏
舎
利
を
送
っ
て
法
会
を
お
こ
な
わ
せ
た
。
後
鳥
羽
天
皇
み
ず
か
ら
直
衣
を

着
し
て
仏
舎
利
を
拝
し
た
。
宇
佐
・
八
幡
・
賀
茂
な
ど
五
十
社
に
及
ん
だ
。
三
月
十

二
日
夕
方
に
「
大
略
御
絶
入
」
と
危
篤
状
態
に
な
り
、
翌
十
三
日
寅
刻
、
六
条
西
洞

院
宮
御
所
に
お
い
て
六
六
歳
で
死
去
し
た
。
葬
儀
の
様
子
を
『
玉
葉
』
の
記
載
順
序

に
し
た
が
っ
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

①　

十
三
日
、
左
右
大
臣
と
関
白
兼
実
が
合
議
し
て
「
召
宗
頼
朝
臣
、
仰
非
父

子
之
間
、
有
諒
闇
之
例
、
可
問
之
由
」
と
あ
り
、
実
の
父
子
で
無
く
て
も

諒
闇
を
実
施
し
た
先
例
を
大
外
記
・
大
夫
史
に
勘
例
を
出
さ
せ
、
後
鳥
羽

天
皇
の
裁
可
で
一
年
間
の
天
下
諒
闇
と
す
る
。

②　

固
関
・
警
護
を
命
令
。
法
皇
の
遺
詔
使
と
し
て
前
丹
後
守
仲
経
が
参
陣
し

大
外
記
中
原
師
直
に
遺
勅
を
付
す
。
上
卿
か
ら
頭
宗
頼
を
介
し
て
奏
聞
。

遺
詔
使
が
素
服
挙
哀
を
停
止
す
べ
き
と
申
す
。

③　

十
三
日
、
院
司
公
卿
が
参
集
し
て
院
号
を
「
後
白
河
院
」
と
定
め
る
。

④　

十
四
日
蓮
華
王
院
宝
蔵
に
宿
納
し
て
あ
る
御
仏
事
用
途
を
院
御
使
と
出
納

が
右
大
臣
の
命
で
取
寄
。

⑤　

倚
廬
の
こ
と
を
前
大
和
守
親
国
に
命
じ
る
。
高
倉
院
例
に
よ
る
。

⑥　

十
五
日
「
後
白
河
院
御
葬
送
」
を
実
施
。
院
北
面
下
臈
の
公
朝
・
前
大
和

守
親
国
ら
が
供
奉
。
棺
に
は
中
将
親
能
・
基
範
や
資
明
法
師
・
範
綱
法
師
・

能
盛
法
師
な
ど
籠
僧
と
近
習
が
舁
き
入
る
。
勅
使
と
し
て
頭
中
将
実
明
が

参
加
。

⑦　

十
七
日
、
主
上
の
御
束
帯
を
『
保
元
内
府
記
』
に
よ
り
鈍
色
と
す
る
。
御

誦
経
使
と
し
て
院
北
面
を
任
命
。

⑧　

十
八
日　

関
白
・
右
大
臣
立
会
の
御
前
で
蔵
人
頭
が
法
皇
遺
詔
箱
を
開
封
。

御
剣
目
録
、
砂
金
算
用
文
、
御
仏
事
用
途
注
文
の
三
通
を
確
認
。
御
持
僧

が
延
命
法
等
の
継
続
否
を
諮
問
。
関
白
は
明
日
の
倚
廬
の
た
め
内
裏
に
宿

候
。

⑨　

十
九
日
主
上
、
正
殿
を
避
け
て
倚
廬
に
御
座
。
関
白
と
親
国
を
御
前
に
召

し
、
倚
廬
御
装
束
具
を
問
う
。
亥
刻
、
主
上
、
吉
服
の
装
束
。
内
侍
二
人

が
剣
璽
を
取
り
、
主
上
の
前
後
に
候
す
。
蔵
人
頭
宗
頼
と
実
明
が
燭
を

も
っ
て
前
行
、
倚
廬
御
所
に
移
動
。
縄
御
帯
と
冠
を
替
え
、
錫
紵
を
着
す
。

⑩　

十
九
日
、
初
七
日
で
御
誦
経
使
を
派
遣　

二
六
日
、
第
二
七
日
御
誦
経
使

を
派
遣
。

⑪　

四
月
二
日
、
倚
廬
よ
り
主
上
還
御
。
解
陣
・
開
関
等
の
た
め
の
黒
橡
宣
旨

を
下
す
。
御
斎
会
の
定
。
公
卿
女
房
除
服
。
宮
主
が
御
禊
と
大
祓
。
主
上
、

本
殿
に
還
御
。
諒
闇
の
御
衣
を
着
す
。

⑫　

四
月
八
日
、
蔵
人
頭
宗
頼
、
勝
賢
僧
正
宅
か
ら
如
意
輪
宝
珠
を
禁
中
に
安

置
し
、
愛
染
明
王
を
本
尊
と
し
て
仏
事
を
実
施
。

⑬　

五
月
一
日　

旬
日
に
よ
り
祓
。
諒
闇
に
よ
り
遙
拝
せ
ず
。

⑭　

五
月
二
日　

囚
人
勘
文
に
爪
点
。
法
皇
七
七
日
の
四
九
日
御
法
事
（
中
陰

仏
事
）。

⑮　

六
月
一
日　

旬
祓
、
内
裏
并
中
宮　

御
贖
物
を
供
す
。
法
皇
知
行
地
の
未

処
分
に
つ
い
て
奏
聞
。

⑯　

建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
正
月
四
日
、
諒
闇
中
、
禁
中
音
楽
憚
り
有
り
。

⑰　

正
月
七
日
節
会
無
し
。
諒
闇
の
例
な
り
。
正
月
十
四
日
御
斎
会
竟
日
、
諒
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闇
に
依
り
南
殿
で
内
論
議
。

⑱　

二
月
二
十
五
日
、
後
白
河
院 
周 
� 
 　
 
御
斎
会
也

し
ゅ
う 
け
つ

　

以
上
が
、
史
実
と
し
て
確
認
で
き
る
後
白
河
法
皇
の
一
年
間
に
お
よ
ぶ
喪
葬
儀
礼

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
諸
行
事
は
、
御
葬
事
と
法
事
と
一
年
間
の
服
喪
行
事
に
大
別
さ

れ
る
。
前
者
の
中
心
は
院
の
御
葬
礼
で
あ
る
。
火
葬
は
三
月
十
五
日
に
院
司
や
籠
僧

を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
。『
法
然
上
人
絵
伝
』
に
み
え
る
後
白
河
院
の
葬
事
と
は
日

程
や
細
事
に
つ
い
て
多
く
の
ち
が
い
が
あ

�
『
玉
葉
』
が
葬
事
の
中
心
人
物
と
す

る
院
司
前
大
和
守
親
国
は
、『
法
然
上
人
絵
伝
』
で
法
皇
の
浄
土
三
部
経
の
追
善
供

養
を
法
然
と
と
も
に
実
施
し
た
大
和
前
司
親
盛
法
名
見
仏
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。

御
葬
礼
や
毎
七
日
御
誦
経
使
は
院
司
が
任
命
さ
れ
て
院
司
主
体
の
追
善
仏
事
で
あ
っ

た
。
一
周
忌
の
建
久
四
年
二
月
二
五
日
に
は
周
�
御
斎
会
の
仏
事
を
大
規
模
に
営
ん

で
い
る
。
周
�
は
一
周
忌
を
示
す
漢
語
で
、
儒
教
的
儀
礼
で
あ
る
か
ら
仏
事
の
御
斎

会
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

服
喪
儀
礼
は
、
後
鳥
羽
天
皇
が
父
子
に
非
ざ
る
の
間
諒
闇
有
る
の
例
に
も
と
づ
い

て
一
年
間
の
諒
闇
を
実
施
し
、
廃
朝
・
音
楽
の
停
止
・
倚
廬
の
儀
を
実
施
し
て
い
た

事
が
確
認
で
き
る
。
諒
闇
大
祓
の
行
事
は
不
明
で
あ
る
。
後
鳥
羽
天
皇
が
後
白
河
法

皇
と
実
の
父
子
の
関
係
に
は
な
く
て
も
、
系
譜
上
の
父
子
と
し
て
諒
闇
を
実
施
し
た

先
例
に
も
と
づ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
白
河
院
は
鳥
羽
天
皇
に
よ
っ
て
「
太

上
天
皇
」
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

初
七
日
の
三
月
十
九
日
に
倚
廬
の
御
所
で
の
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
竹
で

粗
末
な
御
所
が
つ
く
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
天
皇
が
身
に
つ
け
る
衣
服
が
「
縄

帯
」
や
「
錫
紵
」
と
あ
り
、『
西
宮
記
』
と
共
通
し
て
い
る
。
あ
ら
た
に
判
明
す
る

こ
と
は
、
内
侍
二
人
が
剣
璽
を
も
ち
、
蔵
人
頭
が
燭
を
も
っ
て
前
行
し
て
倚
廬
御
所

に
向
か
い
、
天
皇
自
身
が
粗
末
な
喪
服
を
着
て
粗
末
な
小
屋
に
深
夜
に
十
四
日
間
籠

も
っ
て
い
る
。
こ
の
期
間
は
『
西
宮
記
』
に
は
見
え
な
い
が
、
渡
辺
真
弓
が
指
摘
い

た
ご
と
く
、
光
孝
天
皇
が
東
宮
と
し
て
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
九
月
二
日
か
ら
十
五

日
ま
で
倚
廬
渡
御
し
た
事
例
と
一
致
し
て
い
る
。

（　

）
２８る
。

　

九
世
紀
以
来
、
倚
廬
の
儀
で
天
皇
が
忌
み
籠
り
す
る
期
間
は
十
四
日
間
と
い
う
慣

行
が
ま
も
ら
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

倚
廬
の
御
所
は
天
皇
だ
け
で
は
な
く
剣
璽
も
渡
御
す
る
と
い
う
一
緒
の
行
動
で

あ
っ
た
こ
と
も
『
西
宮
記
』
と
同
一
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
四
月
二
日
に
倚
廬
を
出
る

儀
礼
で
は
、
宮
主
に
よ
る
御
禊
と
大
祓
の
あ
と
内
裏
正
殿
に
還
御
し
て
い
る
。『
西

宮
記
』
の
規
定
が
鎌
倉
期
の
天
皇
の
葬
儀
服
喪
儀
礼
と
し
て
順
守
さ
れ
て
い
た
と
い

え
る
。

　

し
か
も
、
倚
廬
の
儀
は
、
禊
と
祓
の
呪
術
儀
礼
を
と
も
な
う
か
ら
、
キ
ヨ
メ
の
行

為
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
さ
に
内
侍
と
蔵
人
頭
と
い
う
天
皇
の
家
政
機
関

の
中
枢
が
参
加
し
、
玉
体
と
劔
璽
が
い
っ
し
ょ
に
倚
廬
御
所
に
渡
御
し
て
キ
ヨ
メ
の

行
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
の
中
世
史
研
究
の
中
で
は
、
諒
闇
・

倚
廬
の
儀
に
つ
い
て
論
及
し
た
研
究
を
ま
っ
た
く
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
以
下
、
鎌
倉
期
の
倚
廬
の
儀
に
つ
い
て
あ
ら
た
に
判
明
し
た
事
実
を
ま

と
め
て
お
き
た
い
。

﹇
倚
廬
の
儀
と
精
進
生
活
﹈

　
『
玉
葉
』
で
は
、
主
上
が
倚
廬
御
所
に
着
座
し
た
あ
と
三
月
十
九
日
条
に
「
余
竊

奏
云
、
向
旧
院
御
在
所
方 
也　
 

、
為
報
酬
、
着
錫
紵
之
由
、
聊
可
思
食
叡
念
之
中　

之

巽
角

由
奏
了
、
依
有
所
思
也
、
主
上
、
随
申
状
、
暫
有
御
祈
念
」
と
記
録
し
て
い
る
。
関

白
兼
実
は
後
鳥
羽
天
皇
に
故
人
の
方
角
に
む
か
っ
て
「
報
酬
」
の
「
叡
念
」
を
す
る

よ
う
に
と
説
明
し
た
。
こ
れ
こ
そ
、
在
任
中
の
天
皇
が
、
系
譜
上
の
父
母
の
恩
に
報

謝
す
る
と
い
う
儒
教
的
儀
礼
の
要
素
が
倚
廬
の
儀
の
本
質
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

御
膳
に
「
黒
染
衝
重
」
が
供
さ
れ
、「
白
飯
上
に
黒
飯
を
盛
る
」
と
い
う
経
過
は

『
西
宮
記
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、「
御
箸
を
立
て
即
こ
れ
を
徹
し
了
」
と
あ
る
か
ら
、

忌
み
籠
り
し
た
天
皇
自
身
の
御
膳
で
は
な
く
、
死
者
へ
の
供
養
膳
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
す
る
と
い
え
よ
う
。
服
喪
儀
礼
で
あ
る
と
と
も
に
死
者
に
対
す
る
慰
霊
・
亡
き

系
譜
上
の
父
母
の
遺
徳
へ
の
報
謝
行
為
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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倚
廬
か
ら
本
殿
に
還
御
す
る
と
き
、
四
月
二
日
条
に
は
「
公
卿
已
下
、
於
此
陣
外
、

脱
素
服
云
々
、
仍
女
房
等
同
脱
之
」
と
あ
り
、
内
裏
で
は
一
斉
に
除
服
す
る
。

　
「
次
実
明
朝
臣
、
自
同
間
、
供
御
贖
物 
役
送 

、
次
献
大
麻
、
次
宮
主
、
奉
仕
御
禊

親
国

 
其
傍
也　
　
　
 

、
此
間
、
撫
人
形
給
、
如
常
、
御
禊
了
、
宮
主
退
下
、
次
実
明
、
撤
御
贖
物
、

錫
紵
御
衣
、
置

次
主
上
、
如
本
、
着
御
前
敷
」〔『
玉
葉
』
建
久
三
年
四
月
二
日
条
〕
と
あ
る
。
倚
廬
の

儀
の
最
終
段
階
で
、
宮
主
が
御
禊
を
行
い
人
形
を
撫
物
に
用
い
御
贖
物
を
徹
す
る
行

為
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、『
西
宮
記
』
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

人
形
の
撫
物
と
御
贖
物
は
、
院
政
期
に
も
み
え
る
儀
礼
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
久

寿
二
年
（
一
一
五
五
）
近
衛
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
「
入
棺
并
葬
礼
雑
事
定
」
で
、

「
自
中
宮
被
入
御
阿
摩
加
津
� 衣 

云  
 々 
、  
有  
事  
憚  
、  
不  
被  
申  
新  
帝  
御  
阿  
未  
加  
津  
云  
 々 　
 

」〔『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
七

人 
形 
一 
枚 
、 
長 
四 
寸 
許 
、 
其 
體 
如 
普 
通 
撫 
物 
、 
令 
着

月
廿
七
日
条
〕
と
あ
る
。
中
宮
は
阿
摩
加
津
（
＝
人
形
）
を
入
れ
て
い
る
が
、
若
い

新
帝
は
憚
る
こ
と
あ
り
と
い
う
理
由
で
人
形
を
棺
の
な
か
に
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
亡
き
白
河
院
の
入
棺
の
儀
で
も
、「
形
代
」
を

「
宮
主
」
に
も
た
せ
て
鳥
羽
院
に
送
付
し
、
鳥
羽
院
が
息
を
吹
き
か
け
て
返
し
入
棺

さ
せ
て
い
る
。
形
代
に
息
を
吹
き
懸
け
る
こ
と
は
、
人
形
を
撫
物
に
す
る
こ
と
と
同

一
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
源
師
時
は
「
此
語
雖
賢
者
説
頗
不
被
甘
心
、
是
以
人
形

替
自
身
也
、
癒
解
除
心
也
、
唯
何
従
死
之
例
哉
」
と
述
べ
て
い
る
〔『
長
秋
記
』
大
治

四
年
七
月
八
日
条
〕。
こ
こ
か
ら
倚
廬
の
終
わ
り
に
あ
た
っ
て
、
人
形
を
撫
物
に
用
い
、

御
贖
物
を
供
し
た
の
は
、
源
師
時
が
い
う
「
解
除
」
に
あ
た
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で

あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
「
解
除
」
を
「
け
が
れ
を
は
ら
い
浄
め
る
こ
と
」

と
し
て
い
る
。

　

以
上
か
ら
、
倚
廬
の
儀
の
最
終
段
階
で
宮
主
が
御
禊
を
行
い
人
形
を
撫
物
に
用
い

御
贖
物
を
供
す
る
行
為
は
、
中
世
人
に
と
っ
て
死
穢
を
祓
い
浄
め
る
行
為
と
み
て
い

た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
『
西
宮
記
』
の
規
定
で
も
、
諒
闇
が
お
わ
っ
た
一
周
忌
の
儀
礼
で
は
、
朱
雀
門
で

の
大
祓
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
諒
闇
大
祓
と
倚
廬
を
終
え
る
正
殿
還
御
の
儀
と
は
、
同

じ
儀
礼
構
造
と
い
え
る
。
倚
廬
の
儀
は
一
年
間
に
お
よ
ぶ
国
事
と
し
て
の
諒
闇
の
儀

礼
を
一
四
日
間
の
天
皇
個
人
の
儀
礼
と
し
て
抽
象
化
・
表
象
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。

中
世
禁
裏
で
の
十
四
日
間
に
お
よ
ぶ
倚
廬
の
儀
は
、
天
皇
が
自
ら
父
母
の
恩
に
報
謝

す
る
儒
教
的
要
素
と
そ
の
死
穢
を
引
き
受
け
、
服
喪
の
忌
み
籠
り
を
し
、
最
終
段
階

で
禊
と
祓
と
撫
物
と
贖
物
を
供
し
て
キ
ヨ
メ
の
呪
術
的
儀
礼
を
複
合
的
に
行
っ
た
。

こ
れ
こ
そ
父
母
の
恩
に
報
謝
す
る
孝
行
と
死
穢
を
祓
い
浄
め
る
た
め
の
呪
術
的
儀
礼

で
あ
り
、
精
進
生
活
で
あ
っ
た
と
規
定
し
た
い
。
ま
さ
に
中
世
天
皇
も
死
穢
を
受
け

る
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
倚
廬
の
儀
に
よ
っ
て
死
穢
を
祓
い
浄
め
て
本
殿
に
還
御
す

る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

３　

室
町
期
の
禁
中
触
穢
と
倚
廬
儀
礼

　

中
世
後
期
で
の
事
例
は
、
上
皇
の
死
に
と
も
な
う
喪
葬
儀
礼
の
全
体
像
が
詳
細
に

わ
か
る
室
町
期
禁
裏
の
事
例
を
儀
式
伝
奏
甘
露
寺
親
長
の
日
記
『
親
長
卿
記
』
に

よ
っ
て
復
原
し
て
み
よ
う
。

　

親
長
は
、
後
花
園
院
と
後
土
御
門
院
の
父
子
二
代
に
わ
っ
て
天
皇
の
「
近
習
」
を

つ
と
め
、
賀
茂
伝
奏
を
は
じ
め
多
く
の
儀
式
伝
奏
を
つ
と
め
、
別
記
と
し
て
数
多
く

の
伝
奏
記
を
残
し
た
。
そ
の
た
め
、
後
花
園
院
が
文
明
二
年
（
一
四
七
○
）
十
二
月

二
十
六
日
に
死
去
し
た
と
き
、
父
の
死
穢
に
対
し
て
後
土
御
門
天
皇
が
宮
中
で
営
ん

だ
一
年
間
に
わ
た
る
儀
礼
の
全
体
像
を
『
親
長
卿
記
』
に
詳
細
な
記
録
と
し
て
残
し

て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
文
明
三
年
七
月
十
六
日
に
広
橋
綱
光
か
ら
旧
院
一
回
忌
の
仏

事
伝
奏
を
命
じ
ら
れ
、
一
周
忌
仏
事
伝
奏
と
し
て
「
別
記
」
を
つ
く
っ
て
い
た
。
旧

院
の
御
寺
＝
聖
寿
寺
の
造
作
や
作
事
奉
行
や
用
脚
な
ど
に
つ
い
て
「
御
法
事
方
記
」

〔『
親
長
卿
記
』
文
明
三
年
十
二
月
十
七
日
条
〕
と
よ
ば
れ
る
伝
奏
記
を
作
成
し
た
。
仏

事
結
願
の
十
二
月
廿
七
日
に
は
「
七
ケ
日
記
可
注
進
上
之
由
有
仰
」
と
あ
り
、
後
土

御
門
天
皇
か
ら
七
ケ
日
記
＝
御
法
事
方
記
＝
別
記
を
進
上
す
る
よ
う
に
勅
命
を
受
け

て
い

�
そ
の
た
め
、『
親
長
卿
記
』
は
、
後
花
園
院
の
死
穢
に
対
し
て
、
子
息
の

後
土
御
門
天
皇
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
、
一
年
間
の
葬
事
・
服
喪
に
関
す

る
宮
中
儀
礼
の
全
体
像
を
検
討
す
る
格
好
の
史
料
で
あ
る
。

（　

）
２９る
。
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﹇
室
町
期
の
禁
中
触
穢
﹈

　

ま
ず
、
天
皇
を
と
り
ま
く
死
穢
を
検
討
す
る
前
に
、
室
町
期
内
裏
は
死
穢
・
産

穢
・
血
穢
に
よ
る
ケ
ガ
レ
が
な
い
清
浄
な
空
間
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
か
否
か
を

み
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
下
、
そ
の
検
討
か
ら
入
ろ
う
。

　

文
明
五
年
（
一
四
七
三
）
十
月
十
九
日
、
若
上
臈
が
北
御
所
で
酉
剋
に
皇
女
を
出

産
し
た
。
彼
女
は
故
花
山
院
内
府
持
忠
の
女
で
、
権
中
納
言
花
山
院
政
長
の
姉
で

あ
っ
た
。
彼
女
は
室
町
殿
御
台
＝
富
子
の
上
臈
で
あ
っ
た
が
、「
雖
然
、
被
懸
一
両

年
叡
念
、
自
去
正
月
懐
妊
云
々
」〔『
親
長
卿
記
』
十
月
廿
二
日
条
〕
と
あ
る
。
後
土
御

門
天
皇
が
日
野
藤
原
富
子
の
上
臈
に
想
い
を
と
げ
正
月
に
懐
妊
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
富
子
の
私
所
で
あ
る
北
御
所
を
産
所
と
し
た
。
当
時
、
応
仁
の
乱
が
勃

発
し
た
応
仁
元
年
（
一
四
七
六
）
八
月
二
十
三
日
か
ら
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
十

一
月
十
三
日
の
火
災
ま
で
、
後
花
園
院
と
後
土
御
門
天
皇
父
子
は
室
町
第
の
寝
殿
・

泉
殿
に
居
住
し
、
室
町
殿
義
政
・
富
子
夫
妻
と
同
居
し
て
い

�
こ
の
た
め
、
禁
裏

と
富
子
の
北
御
所
と
禁
裏
と
の
間
を
女
房
ら
が
往
来
し
て
産
穢
が
ひ
ろ
ま
っ
た
。
親

長
は
「
禁
裏
女
房
少
々
走
参
、
仍
禁
中
産
穢
也
、
疎
骨
通
達
不
可
然
歟
、
当
時
如
此

触
穢
無
憚
禁
制
、
仍
自
由
之
儀
連
々
出
来
、
神
慮
難
測
」〔『
同
』
十
月
廿
二
日
条
〕

と
記
録
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
禁
裏
産
穢
」
と
い
う
事
態
に
陥
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
親
長
は
触
穢
に
と
も
な
う
禁
制
を
守
ろ
う
と
し
な
い
た
め
に
、
ほ
し
い
ま
ま
の

事
態
が
お
き
、
神
の
怒
り
は
計
り
知
れ
な
い
と
危
惧
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
親

長
は
触
穢
を
忌
避
す
べ
き
こ
と
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、「
触
穢
の
禁
制
」

を
順
守
し
よ
う
と
し
な
く
な
っ
て
い
る
社
会
意
識
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
後
五
月
十
六
日
に
は
廣
橋
兼
顕
の
被
官
人
が
傍
輩
を
御

所
の
陣
所
で
指
し
殺
す
事
件
を
起
こ
し
た
。「
御
所
中
甲
穢
云
々
、
近
日
宮
中
甲
穢

出
来
連
続
、
不
知
神
慮
」
と
あ
る
〔『
親
長
卿
記
』〕。
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
三

月
廿
一
日
条
に
も
「
今
日
於
内
裏
、
有
手
猿
楽
内
藤
七
郎

云
々
…
有
喧
嘩
事
、
民
部
卿
被

官
殺
害
手
猿
楽
衆
一
人
、
被
引
出
、
於
門
外
死
去
云
々
」
と
あ
る
（『
同
』）。
禁
裏

の
御
所
で
公
家
民
部
卿
白
川
忠
富
の
被
官
人
が
殺
人
・
傷
害
事
件
な
ど
を
引
き
起
こ

（　

）
３０た
。

し
て
、
禁
中
甲
穢
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

で
は
「
禁
中
触
穢
」
の
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文

明
六
年
（
一
四
七
四
）
四
月
晦
日
に
禁
裏
甲
穢
が
お
き
、
同
居
し
て
い
る
室
町
殿
第

に
波
及
す
る
か
と
い
う
難
問
が
起
き
た
事
例
で
み
て
み
よ
う
。

「
自
去
四
月
晦
日
、
禁
中
甲
穢
之
時
、
吉
田
三
位
兼
倶
卿
申
云
、
室
町
殿
御
方

被
引
隔
注
連
、
可
被
立
甲
乙
云
々
、
仍
内
侍
所
御
方
、
室
町
殿
御
方
、
所
々
引

隔
注
連
、
禁
中
甲
穢
、
室
町
殿
御
方
乙
穢
云
々
、
此
条
、
更
以
不
覚
悟
、
其
故

者
、
為
同
御
所
、
有
人
々
通
達
、
可
被
立
甲
乙
之
条
、
更
以
先
規
不
可
有
、
今

度
又
如
此
、
被
尋
下
之
間
、
無
覚
悟
之
趣
、
奏
聞
云
々
、
予
申
云
、
此
注
連
之

子
細
、
祗
候
之
時
、
承
了
、
更
雖
無
覚
悟
、
兼
倶
卿
申
入
上
者
、
先
規
勿
論
歟

之
由
、
存
之
、
雖
然
存
不
審
之
由
了
、
無
勿
体
之
由
、
愚
存
之
趣
、
相
語
了
」

　
　
〔『
親
長
卿
記
』
文
明
六
年
後
五
月
十
七
日
条
〕

　

四
月
晦
日
に
禁
中
が
甲
穢
に
な
っ
た
と
き
、
三
位
参
議
の
吉
田
兼
倶
は
内
侍
所
・

室
町
殿
な
ど
所
々
に
注
連
縄
を
張
っ
て
禁
中
は
甲
穢
、
室
町
殿
は
乙
穢
と
区
別
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
御
所
を
同
一
に
し
て
い
れ
ば
、
触
穢
は
人
々
に
通
達
す
る
の
だ
か

ら
区
別
は
無
意
味
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
も
つ
も
の
が
い
て
、
天
皇
も
賀
茂

伝
奏
親
長
に
尋
問
し
た
。
親
長
は
兼
倶
の
措
置
で
あ
る
か
ら
先
例
が
あ
る
に
ち
が
い

な
い
が
、
私
も
不
審
に
思
っ
て
い
る
と
の
趣
旨
を
奏
聞
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
日

常
の
触
穢
に
対
す
る
精
進
法
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
ど
れ
が
絶
対
に
正
し
い
と
い
う

よ
う
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
多
様
な
意
見
が
あ
っ
て
も
、
精
進
生
活
を
お
く
れ
ば

現
実
生
活
は
す
ぎ
て
い
く
。

　

同
年
七
月
九
日
に
な
る
と
、
女
中
が
東
司
の
内
で
頭
の
無
い
赤
子
の
躰
を
出
産
し

た
。「
自
今
日
禁
裏
甲
穢
云
々
、
女
中
東
司
之
内
有
赤
子
之
體
、
無
頭
云
々
、
当
年

甲
穢
、
已
及
三
ケ
度
、
希
代
事
歟
」〔『
親
長
卿
記
』〕
と
あ
る
。

　

こ
う
し
た
禁
中
触
穢
は
、
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
十
一
月
に
修
理
が
半
ば
完

了
し
た
土
御
門
内
裏
に
移
っ
て
か
ら
も
同
様
で
あ
っ
た
。
文
明
十
二
年
十
月
三
十
日

に
は
「
自
今
日
禁
裏
犬
死
穢
云
々
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
紀
の
談
義
が
延

［中世における触穢と精進法をめぐる天皇と民衆知］……井原今朝男
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期
さ
れ
て
い
る
。
行
事
の
延
期
も
精
進
法
に
よ
る
対
応
策
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
れ

ば
、
室
町
期
禁
裏
は
清
浄
な
空
間
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
禁
中
触
穢
」
が
日
常
化
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
皇
や
禁
裏
は
清
浄
な
空
間
で
あ
る
と
い
う
の
は
単
な
る

理
想
的
観
念
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

﹇
禁
中
触
穢
と
四
方
拝
・
毎
日
拝
﹈

　

で
は
、
日
常
的
な
禁
中
触
穢
の
中
で
、
国
家
儀
礼
で
あ
る
公
事
執
行
は
ど
の
よ
う

な
制
約
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
博
所
蔵
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
の
中
に
文
明

十
二
年
（
一
四
八
○
）
十
二
月
廿
九
日
一
条
兼
良
書
状
（
０
２
０
１－

　

そ
函
８
）

１０

が
伝
来
し
て
い
�

「　
　
　

可
被
任
近
例
候
哉

　
　

四
方
拝
者
不
可　

為
御
神
事
候
触　

穢
之
時
も
被
行
之
候　

毎
日
御
拝
事

　

者
四　

方
拝
重
畳
候
之
間　

別
以
吉
日
被
始
之
候
哉　

近
代
御
沙
汰
之
様
不

　

及　

覚
悟
候
、
恐
々
謹
言　

　
　
　

廿
九
日　
　
　
　

花
押　

」

　

こ
れ
は
一
条
兼
良
が
後
土
御
門
天
皇
の
勅
問
に
解
答
し
た
も
の
で
、
四
方
拝
が
神

事
の
行
事
で
は
な
い
か
ら
、
禁
中
触
穢
の
と
き
に
も
天
皇
が
行
う
べ
き
行
事
で
あ
る

こ
と
、
毎
日
御
拝
は
別
の
吉
日
に
開
始
す
れ
ば
よ
い
と
の
意
見
を
の
べ
て
い
る
。
こ

れ
に
該
当
す
る
記
事
が
『
実
隆
公
記
』
文
明
十
三
年
正
月
一
日
条
裏
書
に
つ
ぎ
の
よ

う
に
あ
る
。

「
抑
旧
冬
二
十
九
日
依
仰
、
以
折
紙
、
尋
申
禅
閤
条
々
、
四
方
拝
無
節
折
、
御

贖
物
等
之
儀
之
時
不
可
為
御
神
事
哉
否
、
禅
閣
申
状　

四
方
拝
触
穢
中
猶
以
被

行
更
不
可
為
御
神
事
云
々
、
年
始
御
拝
事
、
自
元
日
可
有
御
沙
汰
哉
、
旧
院
御

代
、
大
略
以
吉
日
被
始
之
、
如
何
、
禅
閣
申
状　

御
拝
以
吉
日
、
可
被
始
之
哉
、

但
可
為
近
例
云
々
、
四
方
拝
出
御
、
御
装
束
等
如
例
、
自
階
間
、
出
御
」

　

侍
従
で
権
中
納
言
三
条
西
実
隆
の
記
事
内
容
と
禅
閣
一
条
兼
良
書
状
と
が
対
応
・

一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
土
御
門
天
皇
は
禅
閣
兼
良
に
意
見
具
申
を
も
と

（　

）
３１る
。

め
、
そ
の
意
見
を
受
け
て
、
禁
中
触
穢
の
最
中
で
も
、
正
月
元
旦
で
の
四
方
拝
と
い

う
公
事
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
な
室
町
期
禁
裏
の
国
政
運
営
方
式
は
、
文
明
年
間
に
お
い
て
決
し
て
例

外
的
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
禁
裏
で
は
室
町
殿
・
親
王
・
太
閤
・
摂
関
・
清
華
大

臣
家
・
門
跡
や
近
習
に
「
勅
問
」
を
発
し
て
、
意
見
具
申
を
受
け
て
国
政
運
営
を
行

う
慣
習
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
事
例
に
即
し
て
「
勅
問
人
数
」
が
そ
の
都
度
き
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
臣
下
が
天
皇
の
国
政
運
営
に
意
見
を
差
し
挟
む
行
為
を

「
執
申
」「
執
奏
」
と
い
っ
た
。「
武
家
執
奏
」「
管
領
執
奏
」「
御
台
執
奏
」
の
ほ
か

に
「
禅
閣
執
奏
」「
女
院
執
奏
」「
大
納
言
執
奏
」
な
ど
の
事
例
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
〔『
親
長
卿
記
』『
宣
胤
卿
記
』〕。
天
皇
が
ま
え
も
っ
て
特
定
個
人
に
国
政
運
営
に

意
見
を
述
べ
る
権
限
を
与
え
る
こ
と
を
「
敷
奏
勅
許
」
と
よ
び
、「
議
奏
敷
奏
之
輩
」

が
決
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
室
町
期
禁
裏
に
お
い
て
意
見
制
度
が
発
達
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
室
町
将
軍
家
の
意
見
制
も
禁
裏
の
意
見
制
の
存
在
を
前
提

に
発
達
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
り
、
そ
の
視
点
か
ら
再
検
討

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

一
条
兼
良
の
意
見
具
申
で
重
要
な
こ
と
は
、
禁
中
触
穢
で
は
神
事
だ
け
は
中
止
・

延
期
す
る
が
、
四
方
拝
や
毎
日
拝
は
神
事
で
は
な
い
か
ら
穢
の
と
き
も
実
施
す
る
の

が
当
然
で
あ
る
と
し
て
、
現
実
に
そ
の
と
お
り
に
四
方
拝
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
室
町
期
の
禁
裏
は
触
穢
の
最
中
、
穢
の
時
で
も
天
皇
は
四
方
拝
な
ど
神
事
以
外

の
行
事
＝
国
家
行
事
で
あ
る
公
事
の
一
部
は
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
条
兼
良
が
「
四
方
拝
は
御
神
事
た
る
べ
か
ら
ず
候
、
触
穢
之
時
も
こ
れ
を
行
わ

れ
候
」
と
述
べ
た
の
は
、
親
長
が
「
か
く
の
如
き
触
穢
は
禁
制
に
憚
り
無
し
、
仍
っ

て
自
由
之
儀
連
々
出
来
す
、
神
慮
測
り
難
し
」
と
日
記
に
記
録
し
た
こ
と
と
対
応
し

て
い
る
。
室
町
期
の
貴
族
は
、
触
穢
の
と
き
は
神
事
の
み
を
停
止
・
延
期
さ
せ
れ
ば

よ
く
、
そ
れ
以
外
の
公
事
は
予
定
通
り
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

室
町
期
禁
裏
で
は
触
穢
は
す
で
に
国
政
運
営
の
中
で
は
相
対
化
さ
れ
て
い
た
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
正
月
六
日
、
大
納
言
殿
将
軍
義
尚
亭
で
犬
死
が
見
つ

か
り
七
日
に
死
骸
を
捨
て
た
た
め
犬
死
穢
が
は
じ
ま
っ
た
。
犬
死
穢
は
五
日
間
で
あ

る
か
ら
十
一
日
ま
で
禁
忌
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
例
年
正
月
十
日
は
室
町
殿
参
賀

の
日
程
に
当
た
る
た
め
、
十
日
に
な
っ
て
ど
う
す
る
か
問
題
に
な
っ
た
。
将
軍
参
賀

を
明
日
に
延
期
す
る
か
、
そ
う
な
れ
ば
明
日
に
予
定
さ
れ
て
い
る
元
日
節
会
の
習
礼

が
で
き
な
く
な
る
。
急
き
ょ
、
親
長
が
参
内
し
て
、
勾
当
内
侍
を
通
じ
て
、
後
土
御

門
天
皇
に
奏
聞
し
た
。「
仰
云
、
為
初
度
事
之
間
、
穢
事
、
懸
叡
慮
也
、
御
習
礼
可

為
十
四
日
、
其
旨
令
存
知
、
可
相
触
云
々
」〔『
親
長
卿
記
』
文
明
十
四
年
正
月
十
日

条
〕
と
あ
る
。

　

後
土
御
門
天
皇
は
将
軍
家
で
の
犬
の
死
穢
に
際
し
て
、
五
日
間
の
忌
と
い
う
精
進

法
を
守
る
た
め
に
、
予
定
さ
れ
て
い
た
室
町
殿
参
内
を
一
日
延
期
し
て
も
ら
い
、
そ

れ
に
と
も
な
っ
て
宮
中
で
十
一
日
に
予
定
し
て
い
た
元
日
節
会
御
習
礼
も
十
四
日
に

行
う
よ
う
に
散
状
を
触
れ
さ
せ
諸
行
事
の
日
程
変
更
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
触

穢
に
と
も
な
う
諸
行
事
の
延
期
は
、
天
皇
の
専
決
事
項
で
あ
っ
た
。

　

延
徳
三
年
（
一
四
九
二
）
七
月
四
日
に
も
、
北
小
路
尼
公
の
葬
礼
が
あ
り
「
方
々

人
々
触
穢
過
法
、
予
同
丙
穢
也
」
と
あ
り
、
親
長
自
身
が
丙
穢
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ

が
七
月
七
日
条
に
は
「
禁
裏
七
夕
御
会
、
懐
紙
、
依
丙
穢
、
不
進
也
、
去
三
日
勅
問
、

丙
穢
之
輩
、
参
内
如
何
、
予
申
云
、
為
別
勅
者
、
可
参
歟
」〔『
親
長
卿
記
』〕
と
あ
る
。

後
土
御
門
天
皇
は
予
定
さ
れ
て
い
た
禁
裏
の
七
夕
御
会
に
お
い
て
、
丙
穢
と
な
っ
た

歌
人
た
ち
の
参
内
を
認
め
る
か
ど
う
か
、
親
長
に
勅
問
を
発
し
た
。
賀
茂
伝
奏
で
も

あ
っ
た
親
長
は
別
勅
な
ら
ば
、
参
内
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
回
答
し
た
。
当
日
、

禁
裏
七
夕
御
会
に
は
丙
穢
と
な
っ
た
公
家
た
ち
も
参
内
し
た
が
、
和
歌
懐
紙
だ
け
は

進
上
す
る
の
を
慎
ん
だ
。
い
ま
や
、
禁
中
は
丙
穢
の
輩
が
別
勅
に
よ
っ
て
参
内
可
能

と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
た
。
室
町
期
貴
族
に
し
て
み
れ
ば
、
丙
穢
の
輩
の
参
内
は

可
能
で
、
懐
紙
の
進
上
を
慎
め
ば
、
精
進
法
を
ま
も
っ
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
社
会

意
識
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
天
皇
の
勅
定
こ
そ
が
、
穢
の
甲
乙
丙
を
自
由
に
変

更
し
え
る
と
室
町
期
貴
族
は
理
解
し
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
平
安
貴
族
と
同
様
で
あ

る
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
、
室
町
期
で
は
禁
裏
に
お
い
て
も
殺
人
・

傷
害
・
犬
死
や
女
房
衆
の
御
産
や
血
穢
な
ど
が
頻
繁
で
「
宮
中
甲
穢
出
来
連
続
」

「
禁
中
触
穢
」
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
た
。
天
皇
の
判
断
に
よ
っ
て
穢
の
期
間

を
決
定
し
、
精
進
法
を
ま
も
る
手
配
を
き
め
た
。
宮
中
神
事
だ
け
は
中
止
・
延
期
し
、

そ
れ
に
以
外
の
諸
公
事
は
実
施
さ
れ
て
い
た
。
後
土
御
門
天
皇
が
穢
事
を
叡
慮
に
懸

け
て
心
配
し
て
い
た
こ
と
は
、「
禁
制
」
を
順
守
す
る
こ
と
で
あ
り
、
触
穢
を
忌
避

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。「
禁
制
」
＝
精
進
法
に
準
拠
し
な
が

ら
、
禁
中
の
甲
乙
丙
穢
を
天
皇
が
勅
裁
に
よ
っ
て
決
定
し
て
、「
禁
中
触
穢
」
の
中

で
も
国
政
運
営
は
そ
れ
な
り
に
執
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
室
町
期
の
天
皇
や
禁
裏
は
、
大
山
喬
平
や
山
折
哲
雄
ら
が
指

摘
し
た
よ
う
な
「
ケ
ガ
レ
に
お
か
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
は
何
よ
り
も
ま
ず
天
皇

と
そ
の
政
治
で
あ
る
」
と
い
う
観
念
は
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
室

町
期
禁
裏
は
「
禁
裏
触
穢
」「
宮
中
甲
穢
出
来
連
続
」
と
い
う
事
態
の
中
に
存
在
し

て
い
た
。
天
皇
や
禁
裏
が
ケ
ガ
レ
の
対
極
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
う
横
井
清
の
歴
史

像
は
虚
構
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
世
天
皇
や
室
町
期
貴
族
は
、

「
触
穢
の
時
は
神
事
を
行
わ
な
い
」
と
い
う
観
念
こ
そ
が
触
穢
に
対
す
る
精
進
法
の

大
原
則
で
あ
り
、
中
世
天
皇
や
貴
族
は
「
穢
の
時
で
も
神
事
で
な
い
公
事
は
お
こ
な

う
べ
き
も
の
」
と
観
念
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

﹇
後
花
園
上
皇
の
葬
儀
・
死
穢
を
め
ぐ
る
後
土
御
門
天
皇
の
対
応
﹈

　

で
は
、
室
町
期
禁
裏
に
お
い
て
、
上
皇
が
死
去
し
て
死
穢
と
な
っ
た
と
き
、
父
母

の
死
穢
三
十
日
間
と
い
う
延
喜
式
の
規
定
は
順
守
さ
れ
て
い
た
の
か
、
中
世
天
皇
の

死
穢
に
対
す
る
精
進
法
の
実
態
を
『
親
長
卿
記
』
に
即
し
て
み
て
み
よ
う
。

　

後
花
園
院
は
、
文
明
二
年
（
一
四
七
○
）
十
二
月
二
十
五
日
亥
剋
（
夜
十
時
頃
）

突
然
気
分
が
悪
い
と
訴
え
、
親
長
が
参
院
し
た
と
き
に
は
重
体
に
な
っ
て
い
た
。
宮

内
卿
清
原
明
茂
が
「
中
風
」
と
い
い
、
医
僧
照
印
も
同
じ
見
立
て
た
。
親
長
が
正
念

［中世における触穢と精進法をめぐる天皇と民衆知］……井原今朝男
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を
失
っ
た
上
皇
を
後
ろ
か
ら
か
か
え
て
薬
を
飲
ま
そ
う
と
し
た
が
、
喉
に
つ
か
え
て

受
け
付
け
な
い
。
灸
も
効
果
が
な
い
。
天
皇
・
将
軍
義
政
・
御
台
（
富
子
）
が
駆
け

つ
け
、
主
上
も
元
三
大
師
に
立
願
・
法
会
を
行
う
よ
う
に
勅
使
を
立
て
た
が
、
二
十

六
日
卯
刻
に
臨
終
と
な
っ
た
。
泉
涌
寺
の
寺
僧
が
在
京
な
く
、
智
恩
寺
僧
が
念
仏
を

あ
げ
た
〔『
親
長
卿
記
』
文
明
二
年
十
二
月
二
七
日
条
〕。

①　

廿
七
日
、
法
事
と
葬
礼
事
を
上
皇
の
勅
願
寺
元
応
寺
に
命
じ
た
。
大
閣
二

条
持
通
が
参
内
し
仏
事
条
々
を
決
め
た
。「
素
服
の
人
々
」
に
つ
い
て
室

町
殿
義
政
の
御
点
に
よ
り
親
長
・
菅
原
顕
長
・
町
広
光
・
院
司
泰
仲
の
四

人
が
指
名
さ
れ
た
。

②　

廿
八
日
遺
体
を
仙
洞
御
所
か
ら
聖
寿
寺
に
移
し
た
。
密
々
に
遺
体
を
板
輿

に
の
せ
て
雲
頂
寺
・
智
恩
寺
の
力
者
四
・
五
人
が
支
え
、
智
恩
寺
長
老
と

親
長
・
町
広
光
・
中
院
通
秀
・
日
野
資
綱
が
付
き
添
っ
た
。
寺
で
沐
浴
、

帷
子
を
つ
け
、
夜
は
不
断
光
明
真
言
。

③　

廿
九
日
陀
羅
尼
を
誦
し
遺
体
に
香
衣
袈
裟
を
着
装
さ
せ
る
入
棺
の
儀
。
棺

は
元
応
寺
が
調
進
し
、
寸
法
は
院
執
権
日
野
資
綱
が
注
進
。

④　

文
明
三
年
正
月
元
旦
は
聖
寿
寺
で
光
明
真
言
。
年
始
御
祝
以
下
事
は
公
武

と
も
停
止
。
二
日
上
皇
追
号
の
審
議
で
、
後
文
徳
院
か
後
花
園
院
の
ど
ち

ら
に
す
る
か
論
議
。

⑤　

三
日
御
葬
礼
。
室
町
殿
義
政
・
日
野
勝
光
・
三
条
公
綱
・
広
橋
綱
光
ら
が

葬
列
の
御
共
。
泉
涌
寺
の
悲
田
院
仏
殿
で
棺
を
下
ろ
し
、
仏
前
前
庭
で
七

○
人
の
僧
侶
の
読
経
の
中
、
火
屋
荒
垣
中
に
移
し
僧
衆
が
火
葬
。
皇
女
三

人
・
禁
裏
旧
院
女
房
焼
香
。
今
夜
か
ら
御
忌
中
を
開
始
。
蔵
人
弁
廣
橋
兼

顕
が
三
ケ
度
勅
使
を
勤
め
る
。

⑥　

初
七
日
の
法
要
は
四
日
で
あ
っ
た
が
、
天
皇
の
衰
日
（
忌
み
慎
む
日
）
に

あ
た
る
た
め
法
事
延
期
。
御
寺
聖
寿
寺
に
毎
日
宿
直
す
る
公
家
の
番
衆
を

決
め
る
。

⑦　

九
日
初
七
日
法
会
と
「
御
拾
骨
」。
律
僧
で
籠
僧
の
元
応
寺
長
老
が
遺
骨

を
拾
い
錦
袋
に
い
れ
て
首
に
懸
け
る
。
室
町
殿
焼
香
。
聖
寿
寺
に
持
参
し

て
白
唐
櫃
に
納
め
、
御
位
牌
の
前
に
安
置
。
今
日
、
素
服
宣
下
。
上
卿
日

野
資
綱
、
奉
行
蔵
人
弁
兼
顕
。
禁
裏
素
服
人
と
し
て
源
雅
行
、
松
木
宗

綱
・
俊
量
・
菅
原
在
数
を
選
定
。

⑧　

十
日
内
裏
で
上
皇
の
遺
言
を
主
上
に
伝
え
る
遺
勅
奏
。
上
卿
源
雅
行
、
奉

行
蔵
人
弁
兼
顕
。
上
皇
方
の
使
者
は
右
衛
門
権
佐
橘
以
量
。

⑨　

十
二
日
、
諒
闇
伝
奏
勧
修
寺
中
納
言
教
秀
が
椅
廬
御
所
造
営
の
た
め
の
竹

と
葛
の
調
進
を
賀
茂
上
下
社
に
下
知
。
賀
茂
伝
奏
親
長
が
賀
茂
輩
に
触
れ

る
。

⑩　

十
五
日
第
二
七
日
仏
事
。
弥
勒
像
を
本
尊
に
経
供
養
。
内
裏
で
は
門
内
に

物
忌
札
を
立
て
る
。
本
来
、
初
七
日
か
ら
十
三
日
に
か
け
て
物
忌
札
を
立

て
る
慣
行
を
ま
ち
が
え
る
。

⑪　

十
六
日
天
皇
が
椅
廬
に
渡
御
。
伝
奏
勧
修
寺
教
秀
、
奉
行
職
事
蔵
人
権
弁

兼
秀
、
椅
廬
の
在
所
は
北
廂
片
方
を
用
い
た
と
の
「
風
聞
、
可
尋
記
」。

倚
廬
の
竹
は
賀
茂
上
下
に
命
じ
、
蔵
人
方
に
三
十
五
本
、
十
五
本
を
修
理

職
に
遣
す
。
タ
ル
キ
に
用
云
々
。「
出
御
之
儀
、
可
為
晴
儀
之
由
、
二
条

太
閤
被
計
申
、
雖
然
、
無
御
帳
参
仕
輩
、
時
服
等
不
叶
、
重
被
尋
仰
、
堅

固
密
々
出
御
、
可
然
之
由
、
重
被
計
申
云
々
」
と
二
条
太
閤
と
の
問
答
が

記
さ
れ
て
い
る
。

⑫　

廿
三
日
第
三
七
日
仏
事
。
本
尊
を
千
手
観
音
。
日
野
資
綱
が
参
仕
し
、
室

町
殿
義
政
も
焼
香
。
上
皇
の
仙
骨
を
分
散
し
聖
寿
寺
仏
殿
に
安
置
。
御
陵

墓
は
丹
波
山
国
荘
（
京
都
府
）
常
照
寺
と
決
め
、
籠
僧
の
元
応
寺
長
老
が

沙
汰
。

⑬　

廿
五
日
に
は
、
禁
裏
か
ら
後
花
園
院
宸
筆
の
地
蔵
絵
像
と
弥
陀
三
尊
像
の

供
養
を
元
応
寺
長
老
で
籠
僧
の
恵
忍
上
人
に
命
令
。
廿
七
日
が
故
院
御
月

忌
は
、
故
人
の
皇
女
で
あ
る
安
禅
寺
殿
・
大
聖
寺
殿
な
ど
比
丘
尼
宮
が
観

音
懺
法
を
相
国
寺
僧
二
十
三
人
に
命
じ
て
実
施
。
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⑭　

廿
九
日
第
四
七
日
御
仏
事
、
院
司
泰
仲
の
沙
汰
。
終
了
後
、
籠
僧
恵
忍
上

人
が
二
十
五
三
昧
。
夜
、
内
裏
で
「
主
上
、
還
御
御
本
殿
云
々
、
椅
廬
御

所
即
撤
却
云
々
、
素
服
之
輩
、
自
今
日
可
着
黒
染
装
束
」
と
あ
り
、
天
皇

が
倚
廬
御
所
を
出
て
本
殿
に
還
御
。
椅
廬
御
所
が
撤
去
さ
れ
、
白
装
束
の

素
服
の
輩
も
す
べ
て
黒
染
装
束
に
改
め
る
。

⑮　

二
月
五
日
、
元
応
寺
長
老
恵
忍
上
人
は
丹
波
国
山
国
荘
の
常
照
寺
長
老
春

岳
和
尚
に
遺
骨
を
分
骨
し
禁
裏
提
供
の
仏
舎
利
一
粒
を
渡
す
。
御
陵
墓
は

宝
筐
印
塔
と
す
る
。
公
卿
以
下
が
中
門
の
外
で
遺
骨
の
輿
を
見
送
る
。
今

日
中
に
丹
波
常
照
寺
に
下
着
す
る
よ
う
命
令
。

⑯　

二
月
十
一
日
、
山
城
大
原
法
花
堂
に
分
骨
渡
御
。
第
六
七
日
御
仏
事
。
不

動
絵
像
を
本
尊
。
一
六
日
、
旧
院
御
仏
事
四
十
九
日
、
中
陰
法
事
。

⑰　

二
月
十
三
日
、
旧
院
の
追
号
の
後
文
徳
・
後
花
園
の
二
案
に
つ
き
諸
卿
の

意
見
を
求
む
。
十
五
日
後
文
徳
を
改
め
後
花
園
院
と
す
る
よ
う
に
天
皇
の

宣
下
。
十
九
日
、
後
花
園
院
の
追
号
宣
下
。
上
卿
日
野
資
綱
、
奉
行
蔵
人

弁
季
光
が
宣
旨
を
発
給
。

⑱　

二
月
十
七
日
「
素
服
事
、
有
除
服
宣
下
云
々
」。
但
し
、
素
服
の
輩
は
諒

闇
装
束
が
本
義
で
、
諸
社
祭
参
行
の
時
は
吉
服
を
着
る
。

⑲　

二
月
十
九
日
、
後
文
徳
の
院
号
を
止
め
後
花
園
院
と
為
せ
と
の
宣
下
。

⑳　

四
月
三
日
か
ら
九
日
ま
で
後
花
園
院
百
ケ
日
法
事

澡　

四
月
二
十
一
日
、
後
花
園
院
御
墓
所
に
参
詣
、
泰
仲
朝
臣
本
結
を
切
る
。

澤　

十
一
月
十
七
日
、
旧
院
周
忌
仏
事
に
つ
い
て
親
長
、
奏
事
目
録
を
天
皇
に

進
上
。

澹　

十
二
月
廿
一
日
か
ら
廿
七
日
ま
で
旧
院
周
期
仏
事

濆　

文
明
三
年
十
二
月
廿
九
日
、「
今
日
諒
闇
畢
、
大
祓
也
」。
上
卿
中
院
大
納

言
通
秀
、
奉
行
蔵
人
弁
広
橋
兼
顕
が
諒
闇
の
日
時
定
。
大
祓
上
卿
は
左
大

弁
宰
相
広
橋
広
光
、
左
中
弁
尚
光
に
よ
っ
て
大
祓
を
五
霊
辺
で
行
う
。
吉

書
が
供
さ
れ
た
。
今
日
、
御
贖
物
が
供
さ
れ
、
御
禊
の
儀
が
あ
り
、
天
皇

が
出
御
。
頭
弁
が
陪
膳
、
役
送
は
蔵
人
弁
広
橋
兼
顕
が
担
当
。

　

以
上
、
室
町
期
の
後
花
園
院
葬
儀
と
そ
れ
に
と
も
な
う
後
土
御
門
天
皇
の
宮
中
儀

礼
を
整
理
す
れ
ば
、
大
き
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
①
葬
礼
法
事
定
②
沐
浴
③
入
棺
④

院
号
定
⑤
⑥
御
葬
礼
⑥
⑪
⑮
⑯
拾
骨
や
分
骨
、
墓
所
納
骨
ま
で
が
御
葬
事
、
第
二
は

⑥
⑦
⑨
⑪
⑬
⑮
⑯
毎
七
日
仏
事
・
⑯
中
陰
仏
事
・
⑳
百
ケ
日
仏
事
・
澤
澹
周
忌
仏
事

な
ど
が
仏
事
で
あ
る
。
第
三
が
④
年
始
御
祝
以
下
事
公
武
停
止
、
⑦
素
服
宣
下
、
⑧

遺
勅
奏
、
⑨
諒
闇
、
⑪
椅
廬
御
所
渡
御
、
⑭
本
殿
還
御
、
⑱
除
服
宣
下
、
濆
諒
闇
大

祓
な
ど
の
服
喪
行
事
が
一
年
間
お
こ
な
わ
れ
た
。
葬
事
・
仏
事
・
服
喪
行
事
に
三
分

で
き
る
。
基
本
的
な
枠
組
み
は
『
西
宮
記
』
の
規
定
が
生
き
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

﹇
葬
送
追
善
仏
事
と
服
喪
行
事
の
構
造
﹈

　

こ
れ
ら
二
種
類
の
諸
行
事
を
担
当
者
の
種
類
に
よ
っ
て
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
伝
奏
が
置
か
れ
た
行
事
は
諒
闇
・
椅
廬
・
百
ケ
日
法
事
・
一
周
忌
で
あ
る
、
②
上

卿
・
奉
行
職
事
や
行
事
弁
が
補
任
さ
れ
た
行
事
は
遺
詔
奏
・
素
服
宣
下
・
除
服
宣
下
・

追
号
宣
下
・
諒
闇
大
祓
で
あ
る
。
③
院
執
権
・
院
司
が
申
沙
汰
し
た
行
事
は
沐
浴
・

入
棺
之
儀
・
御
葬
礼
（
火
葬
・
拾
骨
・
分
骨
）・
毎
七
日
仏
事
・
毎
忌
日
物
忌
札
立
・

諷
誦
文
の
加
署
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
儀
式
伝
奏
や
上
卿
・
行
事
弁
・
奉
行
職

事
な
ど
官
行
事
所
が
置
か
れ
た
行
事
は
国
政
事
項
で
あ
り
、
院
司
ら
の
行
事
は
院
庁

に
よ
る
家
政
行
事
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

史
料
用
語
に
「
御
葬
礼
」
と
み
え
る
葬
送
儀
礼
は
、
沐
浴
・
入
棺
・
火
葬
・
拾
骨
・

納
骨
・
分
骨
・
墓
所
造
営
・
毎
七
日
仏
事
・
中
陰
仏
事
な
ど
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も

院
司
と
籠
僧
な
ど
を
主
体
と
し
た
院
庁
側
の
家
政
行
事
と
い
え
る
。
大
石
雅
章
や
久

水
俊
和
が
問
題
に
し
た
葬
送
は
、
ま
さ
に
こ
の
部
分
に
相
当
す
る
。

　

天
皇
が
行
う
儀
礼
は
遺
詔
奏
・
素
服
宣
下
・
除
服
宣
下
・
追
号
宣
下
・
諒
闇
大
祓

を
は
じ
め
諒
闇
・
椅
廬
・
百
ケ
日
法
事
・
一
周
忌
な
ど
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
天
皇
に

よ
っ
て
儀
式
伝
奏
や
上
卿
・
職
事
弁
官
が
任
命
さ
れ
官
行
事
所
に
よ
り
実
施
さ
れ
た

国
家
行
事
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
こ
そ
儒
教
的
な
服
喪
儀
礼
と
い
え
よ
う
。

［中世における触穢と精進法をめぐる天皇と民衆知］……井原今朝男



228

　

こ
う
し
た
天
皇
の
父
が
死
去
し
た
と
き
の
室
町
期
天
皇
の
一
年
間
の
儀
式
全
体
を

み
る
と
、
御
葬
事
と
法
事
と
諒
闇
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
た
『
西
宮
記
』
の
規
定
が
生

き
て
お
り
、
全
体
は
ま
さ
に
喪
葬
儀
礼
と
い
え
よ
う
。
死
穢
と
の
関
係
で
い
え
ば
、

天
皇
が
主
宰
す
る
諒
闇
の
最
中
に
お
こ
な
わ
れ
る
倚
廬
の
儀
と
諒
闇
の
最
後
に
行
わ

れ
る
大
祓
・
贖
物
・
禊
の
儀
礼
が
十
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
ま
で
共
通
し
て
い
る
。

　

諒
闇
と
な
っ
て
正
月
の
御
祝
や
節
会
な
ど
が
公
武
で
停
止
さ
れ
た
。
一
年
後
に
構

外
の
御
霊
社
付
近
で
大
祓
を
実
施
し
、
天
皇
の
御
贖
物
が
供
さ
れ
、
御
禊
の
儀
が

あ
っ
て
終
了
し
て
い
る
。
大
祓
と
禊
と
御
贖
物
が
供
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
服
喪

行
事
と
ケ
ガ
レ
を
浄
め
る
行
為
と
が
複
合
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
期
間
は
一
年

間
で
あ
る
か
ら
、
物
忌
み
の
精
進
生
活
と
み
る
と
、『
延
喜
式
』
の
死
穢
三
○
日
と

は
あ
ま
り
に
違
い
す
ぎ
る
。

　

む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、
倚
廬
の
儀
で
あ
る
。
後
土
御
門
天
皇
が
竹
と
葛
で
つ

く
っ
た
仮
屋
で
あ
る
椅
廬
御
所
に
十
六
日
か
ら
廿
九
日
ま
で
十
四
日
間
籠
も
る
。
天

皇
が
倚
廬
御
所
を
出
て
本
殿
に
還
御
す
る
と
、
椅
廬
御
所
が
撤
去
さ
れ
、
白
装
束
の

素
服
の
輩
も
す
べ
て
黒
染
装
束
に
も
ど
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
倚
廬
の
儀
こ
そ
、
天

皇
自
身
に
よ
る
服
喪
行
事
と
忌
み
こ
も
り
で
あ
る
。
一
年
間
の
諒
闇
そ
の
も
の
が
服

喪
の
行
事
で
あ
る
か
ら
、
二
重
の
服
喪
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
太
閤
二
条
持
通

は
倚
廬
の
儀
は
晴
儀
で
あ
り
、
参
仕
の
輩
も
い
な
い
天
皇
だ
け
の
堅
固
密
々
の
行
事

で
あ
っ
た
と
言
明
し
て
い
る
。
父
の
死
に
対
し
て
子
で
あ
る
天
皇
が
お
こ
な
う
べ
き

父
母
の
恩
に
報
謝
す
る
個
人
的
儀
式
で
あ
っ
た
。
そ
の
詳
細
な
行
事
内
容
は

「
密
々
」
で
あ
り
、
伝
奏
親
長
で
さ
え
「
素
服
の
輩
に
尋
ね
記
す
べ
し
」
と
記
し
て

い
る
。
天
皇
や
摂
関
だ
け
が
知
る
べ
き
天
皇
作
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
天
皇
自
身
に
よ
る
忌
み
こ
も
り
で
あ
る
倚
廬
の
儀
と
は
、
死

穢
を
み
ず
か
ら
引
き
受
け
亡
き
父
母
の
威
徳
に
感
謝
し
十
四
日
間
の
精
進
生
活
を

送
っ
た
宮
中
儀
礼
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。『
延
喜
式
』
で
は
人
の
死
穢
は
三
十
日

と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
天
皇
の
場
合
に
は
、
一
般
人
の
約
半
分
の
死
穢
で
あ
り
、

服
喪
規
定
に
従
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
か
ら
、
十
世
紀
の
西
宮
記
の
規
定
が
鎌
倉
室
町
期
に
お
い
て
も
基
本
的
な
枠

組
み
と
し
て
生
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
つ
て
、
早
川
庄
八
は
、
室
町
期
法
曹

官
人
の
律
令
解
釈
が
誤
解
の
域
を
脱
し
て
、
律
令
の
引
用
も
孫
引
き
で
実
態
は
「
律

令
の
死
」
を
意
味
し
て
い
る
と
言
明
し

�
も
と
よ
り
、
私
も
鎌
倉
・
室
町
期
の
禁

裏
が
十
世
紀
の
『
西
宮
記
』
の
規
定
を
厳
密
に
順
守
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
中
世
禁
裏
に
よ
る
喪
葬
儀
礼
の
全
体
像
は
、
十
世
紀
の
『
西
宮
記
』

に
記
載
さ
れ
た
基
本
的
枠
組
み
を
踏
襲
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
中
世
公
家
に
は
十
世

紀
の
西
宮
記
の
世
界
を
理
念
的
な
も
の
と
見
る
社
会
思
潮
が
生
き
て
い
た
と
考
え
て

い
る
。

　

な
お
、
喪
葬
儀
礼
の
視
点
か
ら
中
世
天
皇
と
古
代
天
皇
と
の
類
似
点
と
相
違
点
に

つ
い
て
も
興
味
深
い
点
が
窺
え
る
。

　

第
一
は
、『
西
宮
記
』
に
み
え
る
倚
廬
の
儀
が
中
世
天
皇
家
に
継
承
さ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
「 
皇
祖 
す
め
み 
母
后 
」
の
役
割
と
機
能
も
中
世
天
皇
家
に
支
配
層

お

や

の
社
会
通
念
と
し
て
残
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
点
で
あ
る
。

　

中
世
に
お
い
て
諒
闇
や
倚
廬
を
実
施
す
る
の
は
、
後
花
園
院
と
後
土
御
門
天
皇
の

よ
う
な
実
父
子
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
後
小
松
院
の
猶
子
後
花
園
天
皇
や
後
白
河
院
と

後
鳥
羽
天
皇
の
場
合
の
よ
う
に
父
子
に
非
ざ
る
の
間
諒
闇
有
る
の
例
〔『
玉
葉
』〕
が

含
ま
れ
る
。
系
譜
上
の
父
子
関
係
と
い
え
よ
う
。
な
お
皇
后
の
死
が
諒
闇
と
な
る
事

例
は
不
明
が
多
い
が
、
後
土
御
門
天
皇
は
実
母
嘉
樂
門
院
を
室
町
殿
の
意
向
を
無
視

し
て
強
行
突
破
し
て
諒
闇
と
し
た
事
例
が
あ
る
〔『
親
長
卿
記
』
長
享
元
年
十
月
三
十

日
条
〕。

　

南
北
朝
内
乱
で
北
朝
の
光
厳
・
光
明
・
崇
光
・
直
仁
親
王
の
三
上
皇
・
皇
太
子
が

南
朝
に
連
れ
去
ら
れ
、
北
朝
に
皇
位
継
承
者
が
未
定
に
な
っ
た
と
き
、
先
代
に
相
当

す
る
後
伏
見
天
皇
の
皇
后
・
広
義
門
院
が
弥
仁
王
の
践
祚
を
決
定
し
、
文
和
元
年
八

月
十
七
日
後
光
厳
天
皇
が
誕
生
し
た
〔『
園
大
暦
』・『
匡
遠
宿
禰
記
』〕。
こ
れ
に
つ
い

て
中
世
史
研
究
の
上
で
は
正
統
な
皇
位
継
承
方
法
で
は
な
い
と
す
る
の
が
通
説
で
あ

り
、「
女
院
の
政
務
」
に
よ
っ
て
広
義
門
院
が
皇
位
を
決
定
し
え
た
と
い
う
新
説
や

（　

）
３２た
。
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国
文
学
の
分
野
で
は
虚
構
を
ま
じ
え
つ
つ
公
武
の
あ
る
べ
き
姿
を
具
現
化
し
た
記
録

と
し
て
仮
名
記
と
い
う
宮
廷
誌
が
つ
く
ら
れ
た
と
す
る
新
説
ま
で
提
起
さ
れ
て
い

�

国
文
学
分
野
の
論
考
の
正
否
を
判
断
す
る
能
力
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
が
、

中
世
人
の
皇
位
継
承
法
と
し
て
「
皇
祖
母
后
」
の
概
念
が
生
き
て
い
た
と
す
れ
ば
、

先
代
の
天
皇
の
后
で
あ
る
広
義
門
院
が
「
皇
祖
母
后
」
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
か

ら
、
次
期
天
皇
を
指
名
し
て
当
然
と
な
ろ
う
。

　
『
園
太
暦
』
に
よ
れ
ば
、
広
義
門
院
が
延
文
二
年
（
一
三
五
七
）
閏
七
月
二
十
二

日
に
痢
病
で
頓
死
し
た
あ
と
、
実
家
の
西
園
寺
実
俊
は
書
状
で
「
禁
裏
御
錫
紵
事
、

被
尋
日
次
野
由
承
候
」（
閏
七
月
二
十
五
日
条
）
と
し
て
「
當
家
先
礼
」
な
ど
に
つ

い
て
洞
院
公
賢
に
尋
問
し
て
い
る
。
公
賢
書
状
に
も
「
公
家
御
錫
紵
是
ハ
勿
論
候

歟
」（
二
十
六
日
条
）
と
も
あ
る
。
実
際
に
後
光
厳
天
皇
が
広
義
門
院
の
た
め
に
倚

廬
の
儀
を
お
こ
な
っ
た
直
接
的
史
料
は
今
後
の
調
査
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、

八
月
二
日
に
前
広
義
門
院
遺
令
奏
が
上
卿
万
里
小
路
仲
房
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、

警
固
・
廃
朝
・
音
奏
停
止
が
な
さ
れ
、
十
二
月
の
月
次
祭
・
神
今
食
・
内
侍
所
御
神

楽
も
、
延
文
三
年
正
月
一
日
の
小
朝
拝
・
関
白
拝
礼
も
止
め
ら
れ
て
い
る
（『
園
太

暦
』）。
あ
き
ら
か
に
諒
闇
と
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
詳
細
は
今
後
の
検
討
課
題
で

あ
る
が
、
諒
闇
・
倚
廬
の
儀
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
た
か
い
。
現
代
の
研
究
者
か
ら

み
て
、「
正
当
性
が
な
い
」「
虚
構
」
と
み
え
よ
う
と
も
、
中
世
に
お
い
て
「
皇
祖
母

后
」
の
役
割
が
生
き
て
お
り
、
広
義
門
院
の
地
位
こ
そ
『
西
宮
記
』
の
い
う
「
皇
祖

母
后
」
に
相
当
し
た
も
の
と
私
は
考
え
る
。
今
後
の
問
題
提
起
と
し
た
い
。

　

第
二
は
、
中
世
天
皇
の
時
代
的
特
質
を
「
譲
位
」
す
る
自
由
が
あ
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
院
政
期
か
ら
後
花
園
院
ま
で
は
、
基
本
的
に
譲

位
が
可
能
で
、
ほ
と
ん
ど
が
上
皇
と
し
て
死
ぬ
の
で
葬
礼
は
院
司
に
よ
る
家
政
行
事

と
し
て
実
施
で
き
た
。
し
か
し
、
後
土
御
門
・
後
柏
原
・
後
奈
良
天
皇
の
三
代
は
譲

位
が
財
政
的
に
不
可
能
で
、
突
然
死
し
た
後
一
条
や
四
条
天
皇
と
同
じ
よ
う
に
在
位

中
に
死
去
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
内
裏
の
「
黒
戸
」
で
「
沐
浴
」

「
入
棺
」
し
た
ま
ま
、
次
代
の
天
皇
の
「
践
祚
」「
劔
璽
渡
御
」
を
ま
ち
、
終
了
後
に

（　

）
３３る
。

よ
う
や
く
「
葬
礼
」
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
明
応
九
年
（
一

五
○
○
）
九
月
二
十
九
日
在
位
の
ま
ま
死
去
し
た
後
土
御
門
院
の
場
合
に
つ
い
て
、

前
関
白
近
衛
政
家
は
、
使
者
を
三
条
西
大
納
言
実
隆
と
勧
修
寺
中
納
言
政
顕
に
派
遣

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
抑
今
度
、
遂
以
無
譲
位
儀
、
崩
御
条
、
更
不
可
有
先
規
、
凡
珍
事
也
、
第
一

就
吉
凶
惣
用
、
大
儀
、
急
度
、
難
事
行
歟
」〔『
後
法
興
院
記
』
明
応
九
年
九
月
二

九
日
条
〕

　

こ
れ
は
、
譲
位
を
公
武
交
渉
で
実
現
し
え
な
か
っ
た
武
家
伝
奏
や
近
臣
な
ど
政
権

担
当
者
に
対
す
る
摂
家
・
清
華
家
側
な
ど
勅
問
輩
に
よ
る
執
行
部
批
判
で
あ
る
。
し

か
し
、
事
実
と
し
て
、
後
土
御
門
院
の
遺
体
は
、
十
月
四
日
に
内
裏
の
黒
戸
で
沐

浴
・
入
棺
の
儀
が
な
さ
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
、「
旧
主
御
葬
送
」
は
実
に
十
一
月
十

一
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
〔『
明
応
凶
事
記
』〕。
こ
の
間
、
十
月
二
十
五
日
に
勝
仁
親
王

の
践
祚
と
関
白
一
条
冬
良
と
内
侍
に
よ
っ
て
劔
璽
渡
御
を
す
ま
せ
た
。
三
十
七
日
間

も
内
裏
に
お
か
れ
た
遺
体
の
腐
乱
・
崩
壊
は
著
し
い
も
の
が
あ
っ

�
そ
の
う
え
、

葬
儀
と
践
祚
の
儀
礼
の
経
済
的
負
担
も
大
き
く
な
っ
た
。
官
務
大
宮
時
元
は
「
今
度

吉
凶
両
条
惣
用
七
万
疋
」「
諒
闇
方
三
万
疋
」
と
政
家
に
報
告
し
て
い
る
〔『
後
法
興

院
政
家
記
』
明
応
九
年
十
月
十
四
日
条
〕。
天
皇
が
在
位
中
に
死
去
す
る
と
、
宮
中
行

事
は
、
践
祚
・
劔
璽
渡
御
・
即
位
な
ど
の
吉
事
と
、
御
葬
礼
・
諒
闇
な
ど
の
凶
事
と

が
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
。「
惣
用
」
は
惣
用
下
行
帳
と
い
う
公
武
の
共
同
財
政
帳

簿
に
も
と
づ
い
て
運
用
さ
れ
、
国
家
的
支
払
シ
ス
テ
ム
は
「
吉
凶
両
条
」
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

天
皇
の
葬
儀
と
践
祚
が
重
複
す
る
先
例
は
奈
良
朝
の
古
代
天
皇
以
外
に
は
な
い
。

和
田
萃
に
よ
れ
ば
、
殯
宮
の
殯
庭
で
は
誄
詞
を
奉
る
行
事
と
国
々
の
歌
舞
が
演
じ
ら

れ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
死
去
し
た
天
皇
へ
の
鎮
魂
・
凶
事
と
新
天
皇
の
即
位

を
祝
う
吉
事
の
一
体
化
と
い
え
る
。
中
世
最
末
期
の
四
代
は
天
武
朝
に
先
祖
帰
り
し

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
天
皇
家
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
も
、
古
代
・
中
世
・
近
世
史

な
ど
と
い
う
縦
割
り
研
究
の
枠
組
み
を
打
破
し
な
け
れ
ば
、
研
究
の
進
展
が
困
難
に

（　

）
３４た
。
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な
っ
て
い
る
。

　

死
穢
の
忌
避
観
念
で
儀
礼
や
部
落
差
別
問
題
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
、
八

○
年
代
の
研
究
者
に
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
天
皇
は
聖
な
る
存
在
で
あ
り
、
穢

は
被
差
別
民
に
体
現
化
さ
れ
て
い
た
と
両
者
を
識
別
す
る
固
定
観
念
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
と
り
わ
け
、
天
皇
が
系
譜
上
の
父
母
の
死
穢
を
み
ず
か
ら
引
き
受
け
て
、
喪

に
服
し
忌
み
こ
も
り
を
す
る
倚
廬
の
儀
の
存
在
を
無
視
し
た
立
論
か
ら
の
謬
説
と
い

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
天
皇
が
人
間
と
し
て
父
母
を
も
ち
そ
の
死
に
直
面
せ
ざ
る

を
得
な
い
限
り
、
ど
ん
な
に
神
聖
さ
を
演
出
し
よ
う
と
も
、
死
穢
を
ま
と
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
死
穢
を
自
ら
引
き
受
け
、
倚
廬
の
庵
に
一
四
日
間

の
精
進
生
活
を
営
む
服
喪
儀
礼
と
祓
と
浄
の
呪
術
的
儀
礼
を
組
み
合
わ
せ
て
い
た
と

考
え
る
。
近
代
天
皇
制
が
絶
対
神
聖
で
あ
る
天
皇
像
を
創
作
し
え
た
に
し
て
も
、
現

実
の
中
世
天
皇
は
聖
と
穢
を
混
在
さ
せ
た
存
在
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
え
よ

う
。

笆
触
穢
観
念
を
め
ぐ
る
服
忌
令
と
穢
の
消
滅

﹇
研
究
史
の
論
点
と
本
章
の
課
題
﹈

　

横
井
清
が
指
摘
し
た
古
代
・
中
世
社
会
に
「
服
忌
に
よ
っ
て
も
禊
祓
に
よ
っ
て
も

払
拭
で
き
な
い
穢
」
が
本
当
に
存
在
し
た
か
否
か
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
し
、
こ

れ
ま
で
ど
こ
で
も
実
証
さ
れ
て
い
な
い
。
な
に
よ
り
も
穢
が
ど
の
よ
う
に
消
滅
す
る

の
か
、
と
い
う
研
究
課
題
や
問
題
設
定
自
体
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
な
か
っ

た
と
い
え
よ
う
。

　

近
年
、
片
岡
耕
平
は
、「
概
ね
穢
は
人
々
が
た
だ
ひ
た
す
ら
忌
避
す
る
も
の
と
し

て
し
か
あ
つ
か
わ
れ
て
き
て
い
な
い
」
と
研
究
史
上
の
問
題
的
を
指
摘
し
、「
少
々

結
論
め
く
が
、
確
か
に
穢
は
あ
る
時
か
ら
た
だ
ひ
た
す
ら
忌
避
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
中
世
成
立
期
の
一
一
世
紀
半
ば
に
自
発
的
に
死
穢

や
産
穢
に
触
穢
す
る
人
々
が
登
場
・
存
在
し
た
こ
と
を
実
証
し
て
み
せ

�
も
と
よ

り
、
服
忌
や
祓
に
よ
っ
て
も
払
拭
で
き
な
い
穢
が
あ
っ
た
か
否
か
を
論
じ
る
課
題
は

今
後
に
残
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
中
世
人
は
触
穢
思
想
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
対
応
を
し
て
い
た
の
か
、
触
穢
は
忌
避
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に

生
活
の
中
で
そ
れ
を
活
用
し
て
生
き
抜
く
知
恵
を
持
っ
て
い
た
側
面
が
ほ
り
お
こ
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

通
説
で
は
天
皇
と
と
も
に
伊
勢
神
宮
は
も
っ
と
も
神
聖
な
る
存
在
と
さ
れ
、
穢
の

対
極
に
位
置
す
る
も
の
と
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
朝
廷
に
よ
り
天
下
触
穢
が
発

令
さ
れ
る
と
洛
中
・
畿
内
神
社
と
と
も
に
伊
勢
神
宮
に
も
も
っ
と
も
早
く
伝
達
さ
れ
、

死
穢
が
忌
避
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き

�
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て

き
た
触
穢
忌
避
観
念
の
強
固
な
存
在
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
史
実
が
伊
勢
神
宮
服
忌

令
の
中
に
も
散
見
で
き
る
。
伊
勢
神
宮
服
忌
令
の
中
で
は
も
っ
と
も
早
く
体
系
性
の

あ
る
『
文
保
記
』
を
素
材
に
し
て
、
地
域
の
中
世
人
が
生
業
や
日
常
生
活
の
中
で
触

穢
や
精
進
法
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

１　
『
文
保
記
』 
に
み
る
触
穢
と
精
進
法

﹇
文
保
記
の
史
料
的
性
格
﹈

　
『
文
保
記
』
は
文
保
二
年
二
月
に
発
せ
ら
れ
た
服
忌
令
の
注
釈
書
と
し
て
知
ら
れ
、

群
書
類
従
本
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
歴
博
所
蔵
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
に
は
、

「
服
忌
令
」（
所
蔵
番
号　

）
と
「
文
保
記
上
下
」（
同　

）
二
冊
が
あ

�
前
者
は

２１６

２０１

奥
書
か
ら
建
長
二
年
六
月
に
六
波
羅
探
題
北
條
重
時
の
所
望
に
よ
っ
て
明
法
博
士
中

原
章
任
が
送
っ
た
も
の
を
原
本
と
し
て
、
徳
治
二
年
（
一
三
○
七
）
に
越
中
左
近
蔵

人
橘
邦
博
を
も
っ
て
北
條
貞
時
に
進
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
法
博
士
の
服
忌
令

に
関
す
る
鎌
倉
期
の
原
本
と
し
て
は
古
い
も
の
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
、

江
戸
時
代
の
写
本
で
群
書
類
従
本
と
の
大
き
な
違
い
は
、
つ
ぎ
の
奥
書
部
分
で
あ
る
。

「
右
正
本
祖
父
章
尚 
自
筆
也 
所
持
之
処
、
久
保
八
殿
所
望
之
間
、
遣
之
、
以
彼

之
本
カ

（　

）
３５た
。

（　

）
３６た
。

（　

）
３７る
。
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本
鳧
木

二
殿
書
写
、
被
御
本
備
申
如
形
書
写
畢

　
 
文
保
二 
以
後
至 
永
和
元 
中
間
五
十
八
年
迄
加
書
乎

九
十
四
花
園 

百
一
後
円
融

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

檜
垣
外
宮
二
禰
宜　
　

家
尚
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
真
判

　

�
寛
文
第
七
龍
集
下
末
集
以
テ
勢
州
山
田
福
島
氏
之
本
而
令
書
写
畢　
　

于

時
廿
七
歳

　
　
　

自
省
軒
某
判

　
　

延
宝
七
已
未
年
二
月
廿
九
日　
　
　

正
莎
筆

　

計
牟
烈
武
仁
牟
十
公
波
津
什
仇
仁
千
宇
津
志
於
波
留　

非
具
知
宇
子
胡
巴
久

　

書　

」

　

奥
書
の
う
ち
下
線
部
分
は
群
書
類
従
本
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
そ
れ
以
外
は
す
べ

て
田
中
本
の
独
自
な
も
の
で
あ
る
。
本
奥
書
に
よ
れ
ば
、
外
宮
二
禰
宜
で
あ
る
家

尚
・
常
真
両
人
が
祖
父
章
尚
自
筆
本
を
所
持
し
て
久
保
八
殿
や
鳧
木
二
殿
な
ど
の
書

写
に
供
し
て
き
た
。
本
書
は
文
保
二
年
か
ら
永
和
元
年
ま
で
五
十
八
年
間
、「
書
き

加
え
て
」
成
立
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
書
写
奥
書
に
よ
れ
ば
、
二
十
七
歳
の
自
省

軒
な
る
人
物
が
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
伊
勢
国
山
田
の
福
島
本
を
書
写
し
、
さ

ら
に
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
二
月
に
正
莎
が
書
写
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら

に
非
具
知
宇
子
胡
巴
久
が
転
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
文
保
記
に
つ
い
て
検
討
し
た
藤
井
貞
文
は
本
文
中
の
曾
祖
父
長
官
貞
尚

物
忌
法
記
・
貞
尚
秘
記
・
祖
父
長
官
常
尚
服
仮
令
・
常
尚
記
な
ど
を
は
じ
め
最
新
の

記
事
が
「
永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
五
月
二
十
六
日
重
記
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら

「
度
会
章
尚
の
撰
」
で
「
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
二
月
に
成
っ
た
服
忌
令
に
注
釈

を
加
え
裏
書
し
た
も
の
で
」「
最
終
的
成
立
は
永
和
三
年
以
降
と
な
る
」
と
そ
の
資

料
的
性
格
を
ま
と
め
て
い

�
し
か
し
、
田
中
本
の
書
写
奥
書
に
よ
れ
ば
、
永
和
元

年
（
一
三
七
五
）
に
は
家
尚
・
常
真
が
度
会
章
尚
の
撰
書
・
自
筆
本
を
書
写
し
て
お

り
、
曽
祖
父
貞
尚
―
祖
父
常
尚
・
章
尚
―
貞
尚
―
家
尚
・
常
真
と
い
う
系
譜
に
な
る

こ
と
が
判
明
す
る
。
度
会
家
で
は
尚
と
常
を
通
字
と
す
る
二
系
統
の
家
中
が
同
族
と

（　

）
３８る
。

し
て
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
章
尚
に
よ
る
撰
書
・
自
筆
本
は
永
和
元

年
以
前
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
永
和
三
年
（
一
三
七
七
）

五
月
二
十
六
日
重
記
」
の
存
在
は
、
度
会
章
尚
自
筆
本
の
あ
と
家
尚
・
常
真
書
写
本

の
前
ま
で
に
、
加
筆
・
増
補
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
ほ
か
に
も
加
筆
・
増
補
の
痕
跡
は
散
見
さ
れ
る
。

﹇
文
保
記
の
資
料
構
成
﹈

　

本
文
の
記
述
内
容
は
三
つ
の
部
分
に
わ
か
れ
る
。
第
一
は
伊
勢
神
宮
の
神
官
十
人

が
連
署
し
た
外
宮
禰
宜
庁
宣
で
あ
る
。
第
二
が
副
進
さ
れ
た
「
大
神
宮
参
詣
精
進

条
々
」
で
あ
る
。
第
三
が
そ
の
「
条
々
」
に
つ
い
て
一
箇
条
ご
と
の
解
説
と
典
拠
史

料
の
注
釈
部
分
で
あ
る
。
中
世
に
お
け
る
「
記
」
と
い
う
資
料
群
が
、
古
文
書
と

条
々
と
注
釈
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
を
み
よ
う
。

　

ま
ず
、「
庁
宣
」
部
分
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

「　

庁
宣

可
早
相
触
美
濃
尾
張
等
国
普
令
存
知
太
神
宮
参
詣
精
進
法
事

　
　

副
下
法
目
録

　

右
、
二
所
太
神
宮
者
、
異
于
天
下
之
諸
社
、
所
謂
元
々
本
々
以
清
浄
為
先
、

屏
仏
法
息
、
以
正
直
為
宗
、
而
再
拝
神
祇
、
故
禁
経
教
、
忌
僧
尼
、
誡
妖
言
、

退
巫
覡　

皆
是
神
明
之
遺
勅
、
二
宮
之
規
範
也
、
爰
頃
年
以
降
、
巫
等
号
太
神

宮
先
達
、
於
参
宮
之
路
次
、
行
新
義
之
軌
式
、
剰
背
朝
家
憲
章
、
不
弁
神
宮
古

典
、
不
糺
甲
乙
丙
之
移
展
、
令
決
断
触
穢
不
浄
云
々
、
所
行
之
至
、
甚
以
無
謂
、

為
神
有
恐
、
為
世
不
信
也
、
於
向
後
者
、
参
詣
太
神
宮
之
諸
人
、
堅
守
式
目
、

更
不
可
違
犯
之
状
、
所
宣
如
件　

以
宣

　

文
保
二
年
二
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」〔『
文
保
記
』
田
中
本
〕

と
あ
り
、
一
禰
宜
度
会
常
良
か
ら
十
の
禰
宜
貞
郷
ま
で
十
人
の
神
主
が
連
署
し
て
い

る
。
庁
宣
は
、
祢
宜
庁
の
庁
宣
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
大
神
宮
参
詣
精
進
条
々
」
は
、「
一
六
色
禁
忌
」「
一
内
外
七
言
」「
一
内
外
親
族

［中世における触穢と精進法をめぐる天皇と民衆知］……井原今朝男
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仮
服
」「
一
遠
�
日
」「
一
触
穢
日
数
付
改
葬
穢
籠
僧
等
禁
忌
」「
一
籠
僧
荷
棺
葬
禮

輩
事
」「
一
問
葬
葬
送
時
供
奉
事
也

」「
一
触
穢
甲
乙
丙
展
転
事
付
失
火
穢
、
灸
治
居
灸
人
穢
」

「
一
雖
触
穢
不
知
穢
由
者
不
忌
物
事
」「
一
非
落
入
死
人
、
以
失
時
、
為
穢
始
事
」

「
一
中
垣
中
心
穢
物
事
」「
一
喰
甲
所
草
馬
穢
否
事
」「
一
触
穢
牛
馬
入
来
時
追
出
、

不
為
穢
事
」「
一
繋
馬
於
穢
所
垣
外
平
為
穢
事
」「
一
犬
咋
小
児
不
置
地
上
通
行
不
為

穢
事
」「
一
犬
子
産
、
以
後
日
、
見
付
者
不
可
為
穢
事
」「
一
人
骨
依
其
色
赤
定
触
穢

事
」「
一
穢
人
与
清
人
打
合
触
穢
事
」「
一
触
穢
者
於
庭
中
、
請
施
米
、
不
為
穢
事
」

「
一
雖
昇
板
敷
上
、
不
着
座
者
、
不
為
穢
事
」「
一
葺
板
、
不
為
穢
事
」「
一
穢
所
杼

（
ど
ん
ぐ
り
）
木
実
、
落
入
清
方
、
取
之
、
即
雖
棄
、
為
穢
事
」「
一
不
着
座
飲
食
者
、

雖
見
死
人
不
為
穢
事
」「
一
人
畜
死
後
、
雖
爛
壊
、
以
見
付
、
為
穢
始
事
」「
一
中
立

縄
三
尺
計
、
不
引
付
及
触
穢
事
」「
一
雖
無
垣
有
穢
物
時
一
段
畠
悉
穢
事
」「
一
触
穢

人
与
同
船
為
穢
事
」「
一
潦
水
雨
露
流
入
、
不
為
穢
事
」「
一
河
流
穢
、
不
留
事
」

「
一
池
内
有
穢
物
、
不
知
此
由
、
飲
水
為
穢
事
」「
一
作
田
中
、
流
水
穢
不
留
事
」

「
一
橋
穢
不
留
事
」「
一
持
死
人
、
通
�
内
、
為
穢
事
」「
一
犬
不
知
何
物
、
赤
物
咋

来
、
令
置
于
地
上
、
即
又
咋
退
為
穢
事　

付
鳥
事
」「
一
以
見
出
、
不
為
始
、
以
至

畠
時
、
為
穢
始
事
」「
一
焼
亡
時
火
本
、
有
死
人
、
穢
否
事
」「
一
堀
墓
穢
事
」「
一

踏
穢
物
為
穢
事
」「
一
手
以
下
雖
被
切
落
、
可
守
本
人
死
去
事
、」「
一
不
足
于
寸
物
、

不
為
穢
事
」「
一
切
人
頸
者
、
三
十
ケ
日
為
穢
事
」「
一
霊
天
蓋
穢
事
」「
一
近
日
令

存
知
可
斟
酌
事
」「
一
失
火
灸
治
穢
事
」「
一
生
産
穢　

付
流
産
穢
」「
一
百
日
不
参

太
神
宮
以
下
事
」「
一
婦
人
月
水
、
付
血
気
禁
忌
事
」「
一
猪
鹿
食
人
禁
忌　

付
仮
令

月
水
赤
痢
病
同
火
日
限
」「
一
鹿
食
火
事
猪
犬
此
種
皆
令
禁
忌
之

」「
一
女
犯
男
嫁
夫
女
付
妊
者
事

」「
一

衣
裳
事
」「
一
路
次
解
除
」「
一
宮
中
禁
制
物
事
」
の
五
三
箇
条
を
の
せ
る
。

　

文
末
に
は
、「
同
文
保
目
六
右
状
、
右
大
較
如
斯
、
但
雖
盡
細
砕
、
有
不
審
者
、

可
訪
本
所
、
私
不
可
制
禁
法
、
守
各
此
法
、
不
可
違
犯
之
状
如
件　

文
保
二
年
二
月

十
七
日
」
と
あ
る
。
奥
に
、「
一
職
掌
火
事
」「
一
不
墜
火
物
」「
一
忌
火
事
」
の
三

項
目
を
付
と
す
る
。「
条
々
」「
目
録
」
は
合
計
五
六
箇
条
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

何
度
か
追
加
編
纂
の
加
筆
を
し
て
い
た
も
の
で
、
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
に
奥
書

を
つ
く
っ
た
の
ち
に
も
「
永
和
三
年
五
月
二
十
六
日
重
記
」
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か

加
筆
・
増
補
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
三
の
部
分
は
「
条
々
」
の
各
条
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
穢
の
種
類
や
内
容
・
問

状
の
事
例
な
ど
に
つ
い
て
法
家
勘
文
や
伊
勢
神
宮
の
服
忌
令
・
家
記
な
ど
を
あ
げ
て

詳
細
な
解
説
・
典
拠
・
注
釈
を
の
せ
て
い
る
。

　

以
上
か
ら
、
こ
の
史
料
群
の
第
一
の
性
格
は
、
伊
勢
神
宮
の
禰
宜
庁
が
、
文
保
二

年
（
一
三
一
八
）
二
月
十
七
日
に
美
濃
・
尾
張
な
ど
東
海
諸
国
に
伊
勢
神
宮
に
参
詣

す
る
際
の
精
進
法
を
五
三
箇
条
に
わ
た
っ
て
周
知
徹
底
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
美
濃
・
尾
張
は
伊
勢
神
宮
の
膝
下
と
も
い
え
る
地
元
諸
国
で
あ
り
、
地
方
の
檀

家
に
精
進
法
を
徹
底
し
よ
う
と
し
た
地
方
的
性
格
が
濃
厚
な
史
料
と
い
え
る
。
第
二

の
性
格
は
、
五
六
箇
条
に
及
ぶ
「
大
神
宮
参
詣
精
進
条
々
」
に
つ
い
て
の
解
説
・
注

釈
書
で
あ
る
。
そ
の
注
釈
の
仕
方
は
、
個
別
事
例
の
発
問
に
対
し
て
過
去
の
明
法
博

士
勘
答
や
伊
勢
神
宮
の
服
忌
令
な
ど
を
あ
げ
て
精
進
法
の
典
拠
を
解
説
し
て
い
る
。

一
例
を
示
せ
ば
、「
一
河
流
穢
、
不
留
事
」
の
項
目
に
つ
い
て

　
「
大
河
々
流
、
本
自
不
汚
穢
之
限
、
以
渡
人
、
何
為
穢
乎
、
康
和
二
年
（
一
一
○

○
）
五
月
明
法
博
士
中
原
答
也
」
と
あ
る
。

　

つ
ま
り
、『
延
喜
式
』
神
祇
の
規
定
や
服
忌
令
は
、
穢
を
忌
む
日
数
の
規
定
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
は
基
本
原
則
に
す
ぎ
ず
、
日
常
生
活
で
お
き
る
触
穢
の
個
別
事
例
は

無
限
に
多
様
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
何
日
の
日
数
を
精
進
す
る
の
か
不

明
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
で
き
る
だ
け
多
様
な
事
例
集
や
問
状
を
あ
げ
て
、
過
去
の

伊
勢
神
宮
の
服
忌
令
や
禰
宜
庁
の
回
答
・
明
法
博
士
の
勘
答
な
ど
に
よ
っ
て
典
拠
を

示
し
て
具
体
的
な
精
進
法
を
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
文
保
記
」
は
、
単
な
る
服

忌
令
一
般
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
日
常
生
活
に
お
け
る
多
様
な
触
穢
の
個
別
事
例
集

で
あ
り
、
伊
勢
神
宮
や
神
社
へ
の
参
詣
の
た
め
の
精
進
法
を
解
説
し
た
実
践
的
性
格

を
も
っ
て
い

�
こ
こ
で
は
、
穢
は
永
久
に
変
化
し
な
い
も
の
で
は
な
く
、
触
穢
し

た
際
に
神
社
へ
の
参
詣
や
他
人
と
の
接
触
を
つ
つ
し
む
た
め
の
具
体
的
精
進
法
を
説

い
て
い
る
。
服
忌
令
が
「
精
進
法
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
も
、
ケ
ガ
レ
そ
の
も
の
を

（　

）
３９る
。
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忌
避
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
一
定
期
間
神
事
へ
の
関
与
や
神
社
参
詣
を
中
止

し
、「
穢
を
忌
む
」
た
め
の
代
替
え
行
為
を
精
進
法
と
し
て
義
務
づ
け
る
こ
と
に
主

眼
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
か
ら
精
進
法
は
親
長
が
い
う
「
触
穢
禁
制
」
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

な
お
、『
文
保
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
例
集
や
勘
答
類
を
あ
げ
れ
ば
、
い
つ

く
か
の
特
徴
が
み
え
る
。

　

第
一
は
、「
曾
祖
父
長
官
貞
尚
物
忌
法
記
」・「
貞
尚
秘
記
（
雑
穢
沙
汰
文
）」・「
祖

父
長
官
常
尚
服
仮
令
」「
常
尚
記
（
永
仁
二
年
八
月
十
一
日
）」・「
弘
安
七
年
六
月
十

五
日
由
貴
御
祭
記
」「
建
保
六
年
六
月
御
祭
記
」「
文
保
元
年
九
月
十
七
日
沙
汰
文
」・

「
文
暦
元
年
十
一
月
五
日
官
禰
宜
評
定
」「
元
亨
二
年
六
月
十
一
日
連
署
庁
宣
」
な
ど

鎌
倉
期
伊
勢
神
官
の
長
官
・
禰
宜
に
よ
る
服
忌
令
や
祭
記
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

時
代
的
に
最
新
の
も
の
は
「
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
七
月
重
記
」・「
永
和
三
年

（
一
三
七
七
）
五
月
二
十
六
日
重
記
」
な
ど
で
、
一
四
世
紀
後
期
の
伊
勢
神
宮
作
成

の
神
事
記
や
服
忌
令
な
ど
の
史
料
群
を
含
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
禰
宜
長
官
と
禰
宜

の
神
官
層
が
「
近
代
神
宮
之
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
服
忌
令
・
神
事
記
の
編
纂
主
体

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
二
の
典
拠
史
料
群
は
、
明
法
博
士
勘
文
で
あ
る
。
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
二
月

十
一
日
「
明
法
博
士
大
江
朝
臣
判
答
」
や
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
九
月
十
六
日
の
事

例
か
ら
、「
応
徳
二
年
（
一
○
八
五
）
正
月
并
永
観
二
年
（
九
八
四
）
六
月
法
家
勘

答
等
」「
承
徳
三
年
（
一
○
九
九
）
三
月
三
日
明
法
博
士
中
原
範
政
勘
答
」「
嘉
応
六

年
（
一
一
七
○
）
八
月
明
法
博
士
坂
上
兼
俊
等
勘
状
」「
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）

八
月
明
法
博
士
中
原
基
広
勘
答
」「
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
九
月
五
日
明
法
博
士

中
原
章
職
勘
答
」「
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
閏
九
月
法
家
勘
答
」
な
ど
を
含
む
。

検
非
違
使
の
も
の
や
大
判
事
の
勘
文
で
も
「
応
徳
二
年
（
一
○
八
五
）
大
判
事
菅
原

有
真
勘
答
」「
永
久
五
年
（
一
一
一
七
）
九
月
五
日
大
判
事
三
善
信
貞
勘
答
」
保
安

三
年
（
一
一
二
二
）
八
月
大
判
事
三
善
判
」
を
は
じ
め
「
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）

三
月
大
判
事
明
宗
勘
答
」
な
ど
が
あ
る
。
穢
に
関
す
る
中
央
政
府
の
法
家
勘
文
が
伊

勢
神
宮
に
お
け
る
精
進
法
の
形
成
に
法
的
根
拠
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明

法
博
士
・
検
非
違
使
・
外
記
方
・
文
殿
・
陰
陽
博
士
な
ど
に
進
出
す
る
法
家
の
勘
文

が
服
忌
令
・
精
進
法
の
形
成
と
変
遷
に
大
き
く
関
与
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
は
、『
弘
仁
式
』・『
延
喜
式
』
と
「
格
式
分
明
也
」
な
ど
と
出
て
く
る
律
令
格

式
法
制
で
あ
る
。
穢
の
日
数
の
規
定
は
、
弘
仁
式
か
ら
延
喜
式
の
神
祇
に
規
定
さ
れ

た
も
の
が
基
本
法
で
あ
る
か
ら
、
中
世
伊
勢
神
宮
の
精
進
法
も
そ
の
基
本
原
則
を
も

と
に
、
個
別
事
例
に
即
し
て
対
応
し
た
実
践
的
な
精
進
法
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、『
文
保
記
』
は
、
奈
良
時
代
の
宝
亀
年
間
か
ら
は
じ
ま
り
、
南
北

朝
期
の
永
和
年
間
ま
で
の
明
法
博
士
の
個
別
事
例
の
勘
文
と
弘
仁
式
・
延
喜
式
の
基

本
規
定
な
ど
を
集
成
し
た
官
法
的
性
格
を
も
っ
た
触
穢
の
精
進
法
と
い
う
性
格
を

も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
近
代
神
宮
之
法
」
や
「
当
家
之

法
」
や
「
宜
し
く
家
説
に
依
る
哉
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
伊
勢
外
宮
禰
宜
の
度
会
家
に

お
け
る
家
法
と
し
て
の
精
進
法
が
典
拠
と
な
っ
て
解
説
さ
れ
る
。

　

以
上
か
ら
、
中
世
の
触
穢
と
精
進
法
は
、
特
定
の
ひ
と
つ
の
実
定
法
が
根
拠
と

な
っ
て
展
開
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
許
容
範
囲
が
広
い
社
会
規
範
的
で
多
様

な
社
会
慣
習
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
伊
勢
神
宮
の
『
文
保

記
』
が
、
官
法
と
家
法
の
二
つ
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
解
釈
や
対
応
策
の

範
囲
が
広
く
、
融
通
無
碍
の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
中
世
法
の
性
格
と
類
似

し
て
い
�

２　
「
大
神
宮
参
詣
精
進
条
々
」 
に
み
る
在
地
の
死
穢 
・ 
禁
忌
の
相
対
化

﹇
地
下
に
お
け
る
生
業
と
触
穢
﹈

　
『
文
保
記
』
の
「
大
神
宮
参
詣
精
進
条
々
」
に
は
、
触
穢
の
個
別
具
体
事
例
に
則

し
て
問
や
問
状
が
発
せ
ら
れ
、
禰
宜
が
明
法
博
士
勘
答
や
神
宮
の
法
に
も
と
づ
い
て

精
進
法
を
具
体
的
に
指
示
し
て
い
た
個
別
事
例
集
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
個
別
事
例
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
後
期

（　

）
４０る
。
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か
ら
南
北
朝
期
の
伊
勢
・
美
濃
・
尾
張
の
在
地
社
会
が
、
触
穢
と
そ
の
精
進
法
を
め

ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
社
会
問
題
に
直
面
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
「
大
神
宮
参
詣
精
進
条
々
」
の
一
二
条
目
「
一
喰
甲
所
草
馬
穢
否
事
」
は
、
嘉
応

元
年
（
一
一
六
九
）
八
月
に
伊
勢
国
継
橋
郷
住
人
成
方
の
馬
が
穢
所
甲
穢
の
草
を
食

べ
た
の
で
穢
は
ど
う
な
る
か
質
問
し
た
こ
と
が
発
端
で
あ
る
。
問
状
に
対
し
て
、

「
乙
穢
之
由
、
就
明
法
博
士
坂
上
兼
俊
等
勘
状
、
同
年
九
月
三
日
被
下
宣
旨
畢
」
と

あ
る
。
地
方
の
事
件
に
つ
い
て
も
乙
穢
の
決
定
は
天
皇
の
宣
旨
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
兼
俊
の
勘
文
は
仁
安
四
年
（
一
一
六
九
）
四
月
二
日
に
出
さ
れ
、

「
如
問
状
者
、
馬
、
入
来
穢
所
、
所
作
麦
、
令
食
畢
。
然
者
件
馬
、
可
為
触
穢
者
也

云
々
、
若
�
（
ろ
う
・
繋
ぎ
口
）
馬
事
歟
」
と
あ
る
。
祖
父
長
官
服
仮
令
に
は
「
牛

馬
、
雖
入
喰
穢
所
草
、
非
取
繋
者
、
不
為
穢
云
々
、
是
又
無
�
馬
事
哉
。
宜
依
�
有

無
歟
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
牛
馬
が
穢
所
の
草
を
食
べ
た
と
き
、
繋
ぎ
の
牛
馬

が
食
べ
た
と
き
に
は
乙
穢
と
し
、
放
牧
し
て
あ
る
牛
馬
の
場
合
は
穢
と
な
さ
ず
、
と

回
答
し
た
。
こ
れ
ら
は
雑
穢
沙
汰
文
か
ら
の
引
用
で
あ
る
か
ら
、
曽
祖
父
貞
尚
の
代

の
こ
と
に
な
る
。
生
業
を
営
む
農
民
に
と
っ
て
は
、
繋
ぎ
馬
や
牛
と
放
牧
中
の
牛
馬

が
穢
所
の
草
を
食
べ
た
と
き
、
穢
と
な
る
の
か
否
か
、
生
活
規
制
に
つ
な
が
る
重
要

問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
問
状
が
在
地
か
ら
禰
宜
庁
に
も
ち
こ
ま
れ
、

触
穢
に
と
も
な
う
精
進
法
の
対
応
策
を
具
体
的
に
指
し
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
放
牧
の
牛
馬
が
穢
所
の
草
を
食
べ
て
も
触
穢
に
な
ら
な
い

と
い
う
禰
宜
庁
の
決
定
は
、
触
穢
よ
り
も
生
業
活
動
の
存
続
を
優
先
さ
せ
て
い
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
在
地
で
の
生
業
現
場
で
は
触
穢
に
よ
る
生
業
規
制
は
極
力
忌

避
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
は
次
の
事
例
に
も
み
え
る
。

　

一
六
条
目
「
犬
子
産
、
以
後
日
見
付
者
、
不
可
為
穢
事
」
で
は
、
建
長
六
年
（
一

二
五
四
）
一
一
月
二
十
三
日
朝
六
禰
宜
朝
行
神
主
が
、
二
十
一
日
か
ら
二
十
二
日
ま

で
に
子
犬
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
誕
生
し
恵
犬
五
つ
に
な
る
こ
と
を
見
つ
け
た
。
貞
尚
ら
が

宿
所
で
評
定
し
て
、
二
十
四
日
ま
で
の
穢
と
し
た
。「
此
記
、
為
長
々
之
間
、
取
大

意
、
記
之
、
能
々
可
存
知
事
也
」
と
し
て
伊
勢
神
宮
の
神
官
ら
は
三
日
穢
と
し
た
。

　
『
延
喜
式
』
で
は
犬
の
御
産
は
産
穢
と
し
て
「
五
日
以
上
、
甲
乙
丙
在
」
と
な
っ

て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伊
勢
神
宮
の
神
官
は
後
日
を
も
っ
て
見
つ
け
た
場
合

は
穢
無
し
と
し
た
の
で
あ
る
。
犬
追
物
な
ど
に
も
ち
い
る
犬
を
多
く
産
出
す
る
犬
神

人
ら
の
生
業
活
動
の
上
で
は
、
こ
の
条
項
に
よ
れ
ば
触
穢
な
し
に
済
ま
す
こ
と
が
で

き
る
。
犬
の
御
産
は
み
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
田
舎
の
諺
も
、
後
日
見
付
け
た
場
合

に
は
産
穢
無
し
と
い
う
現
実
的
な
対
処
法
に
よ
る
中
世
民
衆
の
智
恵
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

三
一
条
目
「
一
作
田
中
流
水
穢
不
留
事
」
は
、
田
を
作
る
と
き
田
の
中
に
死
人
が

あ
り
、
そ
の
田
水
が
下
之
田
に
流
れ
入
っ
た
と
き
、
穢
気
如
何
と
い
う
問
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
答
は
「
有
穢
物
、
水
之
流
、
不
可
穢
者
也
、
但
以
流
過
、
不
可
為
穢
、

以
流
留
、
為
穢
之
由
、
見
明
法
博
士
章
貞
勘
状
承
安
沙
汰
文

」
と
あ
る
。
こ
れ
も
、
水
田

耕
作
中
の
農
民
が
日
常
の
農
作
業
の
中
で
行
き
倒
れ
の
死
体
を
み
つ
け
、
上
の
田
の

水
が
下
の
田
に
水
懸
か
り
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
触
穢
と
な
れ
ば
農
作
業
は
数

日
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
承
安
の
沙
汰
文
に
よ
っ
て
、
穢
物
が
流
れ
て
い

れ
ば
穢
と
な
さ
ず
、
と
い
う
現
実
的
な
対
応
策
に
よ
っ
て
農
作
業
と
触
穢
と
の
関
係

が
調
整
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
農
民
は
穢
物
を
流
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

こ
う
し
て
み
れ
ば
、
文
保
二
年
当
時
に
お
い
て
伊
勢
神
宮
が
美
濃
・
尾
張
諸
国
に

あ
て
て
、
服
忌
令
に
関
わ
る
「
大
神
宮
参
詣
精
進
条
々
」（
文
保
目
録
）
を
発
布
し
、

永
和
年
間
以
後
に
度
会
神
主
が
服
忌
令
注
釈
書
を
作
成
し
た
の
は
、
在
地
に
お
い
て

触
穢
に
と
も
な
う
具
体
的
な
精
進
法
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
要
望
す
る
社
会
的
な
需
要
が

強
く
存
在
し
て
い
た
た
め
と
い
え
よ
う
。
触
穢
を
忌
避
す
る
よ
り
も
、
触
穢
に
よ
る

精
進
法
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
地
で
の
生
業
を
営
む
生
産
労
働
者
は
、
物
忌
み

と
い
う
精
進
生
活
を
よ
り
合
理
的
に
運
営
・
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
在
地
生
活

の
中
で
も
触
穢
は
相
対
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

伊
勢
神
宮
の
服
忌
令
が
一
四
世
紀
初
頭
と
い
う
早
い
時
期
に
在
地
に
お
い
て
必
要

と
さ
れ
た
社
会
的
歴
史
的
背
景
も
よ
く
理
解
で
き
る
。
地
下
や
地
方
に
お
い
て
触
穢

の
精
進
法
を
知
っ
て
生
業
や
日
常
生
活
と
の
調
整
を
は
か
る
た
め
服
忌
令
が
も
と
め

国立歴史民俗博物館研究報告
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ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
貴
族
の
年
中
行
事
執
行
と
触
穢
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
神
祇
官

服
忌
令
は
高
松
宮
本
で
も
文
明
八
年
の
吉
田
兼
倶
に
よ
る
も
の
を
ま
た
な
け
れ
ば
な

ら
な

�
服
忌
令
を
必
要
と
す
る
階
層
は
、
生
業
活
動
の
中
で
日
常
的
に
触
穢
と
接

触
す
る
こ
と
の
多
い
民
衆
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。『
文
保
記
』
の
「
大
神
宮

参
詣
精
進
条
々
」
に
は
生
業
を
優
先
し
な
が
ら
触
穢
で
の
精
進
法
を
合
理
化
し
よ
う

と
す
る
民
衆
知
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

﹇
精
進
法
と
死
穢
と
の
関
係
﹈

　
「
大
神
宮
参
詣
精
進
条
々
」
の
五
条
目
「
一
触
穢
日
数
、
付
改
葬
穢
、
籠
僧
等
禁

忌
」
と
六
条
目
の
中
に
つ
ぎ
の
記
載
が
あ
る

「
人
死
穢
三
十
日 
同
前　
 　

五
体
不
具
七
日　

馬
牛
犬
猪
鹿
斃
五
ケ
日
、
五
体
不
具

改
葬
穢

三
日 
猶  
人  
三  
十  
日  
、  畜  
類  
五  
日  
、  
無  
血  
気  
、  
古  
骨  
非  
穢  
限  
矣  　
  　
  　
  　
  　
 

触
穢
日
数
事
、
別
而
不
及
別
注

或 
手 
、 
或 
足 
、 頭 
、 
或 
骨 
類 
也 
、 
雖 
無 
手 
足 
、 
令 
六 
腑 
令 
相 
続 
者 
、

籠
僧
荷
棺
葬
礼
輩
事

　

自
葬
送
日
穢
三
十
日
如
恒 
自
納
置
日
計
之　
　
 

、
禁
忌
百
日
、
不
参
太
神
宮
矣
、
掃
除

但
火
葬
者
、拾
骨
後

牛
馬
斃
之
人
、
穢
限
以
後
無
別
憚
也

　

籠
僧
等
忌
事
、
自
葬
送
日
不
計
之
、
只
限
百
ケ
日
仏
事
也
、
籠
僧
等
荷
棺
引

道
馬
者
、
并
秉
松
明
者 
事
也 

及
持
枕
机
者
、
以
下
葬
礼
輩
、
百
日
禁
忌
勿
論
也
、

役
人

三
十
日
触
穢
以
後
者
、
准
軽
服
同
火
、
可
為
中
二
ケ
日
、
入
葬
家
無
役
之
輩
、

穢
限
之
後
者
、
別
而
不
可
有
禁
忌
、
縦
雖
懸
手
於
死
人
、
穢
限
之
後
者
不
可
有

禁
忌
哉
、」〔『
文
保
記
』
田
中
本
〕

　

こ
こ
で
は
、
①
死
穢
や
改
葬
を
行
う
葬
家
・
喪
家
は
三
十
日
間
の
禁
忌
で
あ
り
、

五
体
不
具
の
死
穢
に
あ
た
っ
た
と
き
は
七
日
間
、
動
物
の
死
穢
は
五
ケ
日
の
禁
忌
で

あ
る
。
②
喪
家
・
葬
家
に
籠
も
る
「
籠
僧
」
や
棺
を
荷
な
う
「
葬
礼
輩
」
の
触
穢
は
、

葬
送
の
日
・
拾
骨
の
日
か
ら
三
十
日
間
の
穢
と
さ
れ
、
百
日
間
、
伊
勢
神
宮
へ
の
参

詣
を
禁
忌
す
る
。
斃
牛
馬
処
理
に
従
事
す
る
も
の
は
三
十
日
間
の
穢
を
す
ぎ
れ
ば
、

百
日
間
の
禁
忌
も
必
要
な
い
。
③
籠
僧
や
葬
礼
の
輩
は
百
ケ
日
仏
事
ま
で
禁
忌
す
る
。

（　

）
４１い
。

但
し
、
三
十
日
の
穢
が
終
わ
っ
た
ら
、
軽
服
同
火
に
准
じ
て
中
二
ケ
日
と
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
記
述
の
中
で
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
、「
籠
僧
」
と
は
別
に
「
葬
礼
の

輩
」
と
が
セ
ッ
ト
で
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
籠
僧
、
棺
を
荷
う
葬
礼
の
輩

の
事
」
と
か
、「
籠
僧
等
、
棺
を
荷
い
道
馬
を
引
く
者
、
并
に
松
明
を
秉
げ
る
者

〈
役
人
事
也
〉
及
び
枕
机
を
持
つ
者
、
以
下
の
葬
礼
輩
は
、
百
日
禁
忌
勿
論
也
」
と

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
棺
を
担
い
、
輿
を
運
ぶ
馬
や
牛
を
引
き
、
松
明
を
か
か
げ
、

枕
机
を
持
つ
も
の
が
中
世
で
は
「
葬
礼
の
輩
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、「
籠
僧
」
と
区

別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
通
説
で
は
中
世
の
葬
送
は
三
昧
僧
・
勧
進
僧
に

よ
っ
て
担
わ
れ
た
と
し
、『
一
遍
聖
絵
』『
法
然
上
人
絵
伝
』
な
ど
に
画
か
れ
た
と
す

る
。
籠
僧
に
つ
い
て
の
研
究
を
知
り
得
な
か
っ
た
。
前
者
の
場
面
は
「
天
王
寺
如
一

上
人
葬
送
荼
毘
の
図
」
な
ど
と
よ
ば
れ
、「
時
宗
の
念
仏
が
葬
送
に
行
道
詠
唱
さ
れ

る
こ
と
を
示
す
」
と
い
わ
れ
、
三
昧
僧
・
勧
進
聖
や
犬
神
人
・
非
人
ら
が
葬
送
に
関

与
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
、
最
新
の
脇
田
晴
子
も
「
棺
を
担
ぎ
だ
す
白
頭
巾
の
非
人

ら
し
い
人
た
ち
」
と
解
釈
し
て
い

�
し
か
し
、『
文
保
記
』
の
史
料
に
よ
れ
ば
、

鎌
倉
後
期
に
は
「
棺
を
荷
い
道
馬
を
引
く
者
并
に
松
明
を
秉
げ
る
者
〈
役
人
事
也
〉

及
び
枕
机
を
持
つ
者
以
下
の
葬
礼
輩
」
と
あ
る
か
ら
、
中
世
人
は
あ
き
ら
か
に
「
葬

礼
の
輩
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
籠
僧
」
と
「
葬
礼
輩
」
と
が
セ
ッ
ト

に
な
れ
ば
、
入
棺
・
野
辺
送
り
・
火
葬
・
土
葬
・
拾
骨
・
分
骨
・
墓
所
造
営
・
墓
所

仏
事
ま
で
の
狭
義
の
葬
送
儀
礼
の
一
切
す
べ
て
を
僧
侶
た
ち
だ
け
で
沙
汰
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
の
伏
見
院
の
「
御
葬

礼
」
が
「
一
向
上
人
沙
汰
」〔『
伏
見
上
皇
御
中
陰
記
』〕
と
記
さ
れ
る
の
も
同
一
時
期

で
あ

�
鎌
倉
後
期
以
降
、
室
町
期
に
お
い
て
入
棺
か
ら
墓
所
造
営
・
墓
所
仏
事
ま

で
の
葬
送
儀
礼
が
「
一
向
僧
衆
沙
汰
」「
一
向
黒
衣
沙
汰
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、「
籠
僧
」
と
「
葬
礼
輩
」
に
よ
っ
て
狭
義
の
葬
送
儀
式
が
仏
教
式
で

す
べ
て
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
と
い
え
る
。

　

第
二
に
注
目
す
べ
き
は
、
喪
家
・
葬
家
に
入
り
葬
礼
で
の
無
役
の
者
は
三
十
日
の

穢
と
さ
れ
、
そ
れ
が
終
わ
れ
ば
禁
忌
は
な
い
。
た
と
え
死
人
に
手
を
懸
け
て
も
三
十

（　

）
４２る
。

（　

）
４３る
。
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日
の
穢
以
外
に
は
禁
忌
は
必
要
な
い
、
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
穢
限
之

後
者
、
別
而
不
可
有
禁
忌
」
と
の
記
載
が
何
度
も
く
り
か
え
さ
れ
る
。
喪
家
・
葬
家

に
忌
み
こ
も
り
し
て
主
人
に
代
わ
っ
て
葬
送
・
葬
礼
を
専
門
に
行
う
僧
侶
を
「
籠

僧
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
籠
僧
も
、
三
十
日
の
死
穢
と
百
ケ
日
の
禁
忌
を
終
え
れ

ば
、「
穢
限
り
の
後
は
禁
忌
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
。
中
世
に
あ
っ
て
は

穢
や
禁
忌
は
一
定
の
日
数
を
ま
も
れ
ば
禁
忌
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
認
識
が
存
在
し
た
。

「
穢
限
之
後
」
と
は
、
精
進
法
を
守
っ
た
後
と
同
義
語
で
あ
る
。
一
定
期
間
、
穢
や

禁
忌
を
順
守
す
る
忌
み
籠
り
に
よ
っ
て
、
清
浄
な
身
を
獲
得
し
て
神
事
や
寺
社
参
詣

を
許
さ
れ
る
身
に
復
帰
す
る
。
中
世
人
に
と
っ
て
精
進
法
は
穢
を
忌
避
す
る
こ
と
で

は
な
く
、
穢
を
消
滅
さ
せ
る
呪
術
的
行
為
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

第
三
に
注
目
す
べ
き
は
「
掃
除
牛
馬
斃
之
人
、
穢
限
以
後
無
別
憚
也
」
と
の
記
述

が
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
斃
牛
馬
を
掃
除
す
る
人
、
穢
の
限
り
の
以
後
、
別
に
憚
り

無
き
也
と
の
主
張
が
伊
勢
神
宮
の
禰
宜
ら
が
尾
張
・
伊
勢
の
中
世
人
に
対
し
て
教
示

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
部
落
史
研
究
の
中
で
は
、
横
井
説
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
斃
牛
馬
の
掃
除
に
従
事
す
る
生
業
の
民
は
穢
が
集
中
し
て
「
服
忌
に

よ
っ
て
も
禊
祓
に
よ
っ
て
も
払
拭
で
き
な
い
穢
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
。
し
か

し
、
南
北
朝
期
の
禰
宜
度
会
章
尚
は
、
斃
牛
馬
を
掃
除
す
る
人
＝
河
原
者
・
穢
多
は
、

穢
の
日
限
が
過
ぎ
た
以
後
は
な
ん
の
憚
り
も
無
く
な
る
と
説
い
て
お
り
、
こ
れ
は
伊

勢
・
美
濃
・
尾
張
の
在
地
鎮
守
の
中
小
神
主
を
介
し
て
無
文
字
の
民
に
も
知
ら
さ
れ

て
い
た
。
伊
勢
神
宮
服
忌
令
注
釈
書
で
は
、「
籠
僧
」・「
葬
礼
の
輩
」
＝
葬
送
僧
・
三

昧
僧
や
「
斃
牛
馬
を
掃
除
す
る
人
」
＝
河
原
者
・
穢
多
な
ど
に
対
し
て
も
、
物
忌
み

日
数
を
過
ぎ
れ
ば
、
穢
の
限
り
の
以
後
は
憚
り
無
し
と
し
、
伊
勢
神
宮
へ
の
参
詣
も

自
由
と
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

少
な
く
と
も
、
十
四
世
紀
初
頭
に
は
死
穢
は
精
進
法
に
し
た
が
え
ば
消
滅
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
横
井
清
の
い
う
「
服
忌
に
よ
っ
て
も
禊
祓
に
よ
っ
て
も
払
拭
で
き
な

い
穢
」
は
、
鎌
倉
末
期
の
「
籠
僧
」・「
葬
礼
の
輩
」・「
斃
牛
馬
を
掃
除
す
る
人
」
に

は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
穢
消
滅
期
間
の
変
動
﹈

　
『
文
保
記
』
は
、
籠
僧
と
と
も
に
葬
礼
輩
も
百
日
の
禁
忌
を
勿
論
と
し
て
い
る
。

他
方
で
、
地
方
の
実
情
や
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
、
忌
み
籠
り
の
期
間
は
大
き
く
変

動
し
て
い
る
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。

　

六
条
目
の
続
き
に
み
え
る
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
七
月
重
記
に
よ
る
と
、
同
月

十
二
日
に
左
衛
門
太
郎
度
会
春
友
が
他
界
し
た
と
き
、
寶
雲
寺
の
常
住
永
秀
律
師
が

「
於
外
、
可
読
無
常
呪
願
、
禁
忌
日
数
如
何
」
と
質
問
し
た
。「
予
答
云
、
近
年
如
此

事
多
歟
、
但
、
是
者
皆
不
経
沙
汰
、
任
雅
意
哉
、
於
身
者
、
難
申
是
非
、
被
尋
申
両

方
長
官
等
、
為
向
後
、
可
被
定
法
歟
」
と
の
意
見
で
、
今
後
の
新
し
い
法
に
す
る
た

め
、
七
禰
宜
行
兼
神
主
を
も
っ
て
禰
宜
全
員
に
尋
ね
た
。
一
禰
宜
晴
宗
神
主
は
「
近

年
為
七
ケ
日
之
上
者
、
限
寶
雲
寺
坊
主
、
不
可
有
百
日
禁
忌
哉
云
々
」
と
回
答
。
南

方
一
禰
宜
は
「
於
外
、
令
勤
此
役
者
、
為
不
禁
忌
也
、
可
為
七
ケ
日
云
々
」
と
い
う

意
見
。
二
禰
宜
行
彦
神
主
は
「
不
及
百
日
之
禁
忌
云
々
」
と
い
う
。
結
局
「
両
方
一

禰
宜
并
二
禰
宜
、
被
定
申
之
上
者
、
不
及
左
右
令
治
定
七
ケ
日
畢
、
此
外
、
近
年
此

例
繁
多
也
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
寺
僧
が
葬
送
の
墓
所
で
呪
願
文
を
読
ん
だ

と
き
、
旧
来
は
百
日
で
あ
っ
た
禁
忌
が
七
日
間
に
変
更
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
故
二
禰
宜
貞
郷
神
主
の
と
き
法
樂
舎
の
慈
俊
律
師
が
葬
送
で
此
の
役
を

勤
め
た
と
き
、
七
ケ
日
の
禁
忌
で
あ
っ
た
と
し
、
村
松
一
禰
宜
家
行
神
主
が
宮
務
の

と
き
の
事
例
な
ど
か
ら
「
所
詮
、
引
導
師
僧
於
清
方
、
勤
彼
役
、
猶
以
為
七
ケ
日
之

上
者
、
或
引
馬
、
或
秉
松
明
之
輩
、
或
持
行
衣
鉢
以
下
僧
等
、
於
清
方
、
勤
此
役
者
、

於
今
者
、
可
為
七
ケ
日
憚
之
条
勿
論
歟
」
と
記
載
し
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
旧
来
、
伊
勢
神
宮
で
は
、「
籠
僧
」
や
「
葬
礼
の
輩
」
の
触
穢
は
、

三
十
日
の
穢
、
百
日
の
禁
忌
と
規
定
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
永
和
元
年

（
一
三
七
五
）
に
は
、
神
官
の
評
定
で
七
ケ
日
の
禁
忌
に
短
縮
し
た
の
で
あ
る
。

　

内
宮
・
外
宮
の
法
樂
舎
の
僧
侶
ま
で
が
神
主
の
葬
送
に
際
し
て
、
墓
所
で
の
追
悼

文
や
読
経
を
行
い
、
道
馬
や
松
明
を
も
ち
野
辺
送
り
に
従
事
す
る
籠
僧
も
出
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
法
楽
寺
（
舎
）
は
、
平
安
期
の
大
宮
司
大
中
臣
氏
の
氏
寺
蓮
華
寺
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を
尊
海
か
ら
継
承
し
た
通
海
が
法
楽
寺
と
あ
ら
た
め
た
も
の
で
、
建
治
三
年
（
一
二

七
七
）
三
月
異
国
降
伏
の
た
め
に
通
海
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
、
伊
勢
法
楽
舎
船
の
勘

合
船
が
あ
っ
た
こ
と
、
南
北
朝
内
乱
で
は
南
朝
方
の
北
畠
軍
の
攻
撃
を
う
け
て
陥

落
・
再
興
を
繰
り
返
し
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い

�
し
か
し
、
在
地
で
の

布
教
活
動
な
ど
は
不
明
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
一
四
世
紀
に
法
樂
舎
の
慈
俊
律
師
が

二
禰
宜
貞
郷
神
主
の
葬
送
に
際
し
て
引
導
師
僧
の
役
を
つ
と
め
、
法
楽
寺
の
宗
教
活

動
は
在
地
神
官
層
の
葬
送
仏
事
に
浸
透
し
は
じ
め
て
い
た
と
い
う
新
事
実
が
あ
き
ら

か
に
な
る
。
し
か
も
、
伊
勢
神
宮
の
触
穢
の
精
進
法
に
反
作
用
し
て
、「
籠
僧
」「
葬

礼
の
輩
」
の
禁
忌
が
百
ヶ
日
か
ら
七
ケ
日
に
短
縮
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
物

忌
み
や
禁
忌
の
日
数
は
、
文
保
年
間
か
ら
永
和
年
間
で
は
百
ケ
日
か
ら
七
ケ
日
に
大

き
く
変
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
は
六
条
目
の
籠
僧
に
つ
い
て
も
つ

ぎ
の
よ
う
な
事
例
を
記
し
て
い
る
。

「
抑
当
家
之
法
、
籠
僧
等
一
回
忌
之
中
古
者
迄
庭
緩
之
、
近
代
者
迄
枝
屋
緩
之
、

同
火
事
、
古
者
固
忌
之
、
近
年
者
於
我
家
者
忌
之
、
於
他
所
者
不
忌
之
、
是
当

家
之
法
一
回
可
忌
火
之
故
也
」

　

当
家
の
法
＝
家
法
で
は
、
籠
僧
は
一
回
忌
ま
で
禁
忌
す
べ
き
も
の
と
し
て
き
た
。

忌
み
こ
も
り
は
中
古
で
は
庭
に
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
た
。
近
代
に
な
る
と
枝
屋
に
ゆ

く
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
料
理
の
火
を
同
じ
に
す
る
こ
と
も
、
古
く

は
こ
れ
を
禁
忌
し
た
が
、
近
年
に
お
い
て
は
当
家
の
料
理
の
場
で
は
禁
忌
す
る
が
、

他
所
で
の
際
に
は
禁
忌
し
な
い
と
い
う
。

　

籠
僧
と
の
同
座
・
同
火
に
つ
い
て
の
禁
忌
も
、
古
と
中
古
と
近
代
で
は
次
第
に
緩

和
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
時
代
と
共
に
禁
忌
が
強
化
さ
れ
る
部
分
と
緩
和

さ
れ
る
部
分
と
が
同
居
し
て
い
た
。
触
穢
の
精
進
法
は
時
代
と
共
に
絶
え
ず
変
化
・

変
動
し
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　
『
文
保
記
』
の
五
三
条
の
最
後
に
「
凡
穢
否
沙
汰
并
諸
禁
忌
等
事
、
法
家
勘
答
、

不
一
揆
、
神
宮
先
例
又
不
同
也
、
雖
然
、
以
多
分
之
説
、
定
之
者
、
古
今
之
儀
也
、

一
盲
、
有
引
衆
盲
之
謂
、
有
注
謬
事
者
、
後
見
可
改
之
」
と
あ
る
。

（　

）
４４る
。

　

こ
れ
は
、
触
穢
と
精
進
法
に
関
す
る
法
家
勘
文
や
神
宮
の
先
例
が
絶
対
基
準
に
な

り
え
な
い
も
の
で
、
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
し
か
も
、

ケ
ガ
レ
観
念
は
時
代
と
と
も
に
変
動
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、「
多
分
の
説
を

も
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
は
古
今
の
儀
な
り
」「
後
見
し
て
之
を
改
む
べ
し
」
と
し
て

い
る
。
触
穢
と
精
進
法
は
時
代
と
と
も
に
変
動
す
る
革
新
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ

と
を
伊
勢
神
宮
の
神
官
自
身
が
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
、
大
山
喬
平
も
「
穢
事
、
律
令
に
載
せ
ず
、
式
よ
り
出
づ
、
明
法
博
士
の

申
状
、
更
に
信
用
す
べ
か
ら

�
と
の
左
大
臣
頼
長
の
言
を
引
い
て
「
こ
と
の
本
質

に
ふ
れ
て
ま
こ
と
に
痛
烈
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
主
題
は
、「
ケ

ガ
レ
観
念
の
第
二
の
肥
大
化
の
波
は
一
一
世
紀
以
降
に
あ
っ

�
と
し
て
、
触
穢
観

念
の
衰
退
や
変
動
や
批
判
的
精
神
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
こ

に
横
井
・
黒
田
・
大
山
・
脇
田
ら
が
、
触
穢
思
想
を
不
動
の
も
の
と
み
て
差
別
の
根

源
と
す
る
謬
説
が
生
ま
れ
る
原
因
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
穢
意
識
や
触
穢
思
想
・

精
進
法
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
お
り
、「
服
忌
に
よ
っ
て
も
禊
祓
に
よ
っ
て
も

払
拭
で
き
な
い
穢
」
が
中
世
に
存
在
し
た
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
中
世
史
研
究
者
の
観

念
は
ま
ち
が
っ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

笳
中
世
民
衆
知
と
し
て
の 「
野
棄
」 ・ 「
速
懸
」

﹇
研
究
史
の
論
点
と
本
章
の
課
題
﹈

　

最
後
に
触
穢
思
想
に
対
す
る
下
層
民
衆
の
対
応
策
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
横
井
清
は
「
民
衆
世
界
に
お
い
て
「
社
」
を
中

心
と
し
て
の
穢
忌
の
心
が
根
づ
よ
く
あ
っ
た
」
と
主
張
し
、
高
取
正
男
は
「
獣
肉
の

禁
忌
が
平
安
時
代
を
通
じ
て
流
動
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
死
の
忌
み
も
ま
た
時
代
や

地
域
な
い
し
は
社
会
階
層
に
よ
り
、
内
容
的
に
ず
い
ぶ
ん
大
き
な
ち
が
い
の
あ
っ
た

こ
と
が
予
測
さ
れ

�
と
の
べ
て
い
る
。
古
代
・
中
世
の
民
衆
世
界
に
お
け
る
死
穢

（　

）
４５ず
」

（　

）
４６た
」

（　

）
４７る
」

［中世における触穢と精進法をめぐる天皇と民衆知］……井原今朝男
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や
禁
忌
意
識
に
つ
い
て
は
未
検
討
な
研
究
状
況
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
世
民
衆
が
ど
の
よ
う
な
葬
送
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
か
、
を
含
め
て
触
穢
と
葬
送

儀
礼
の
関
係
を
『
文
保
記
』
の
記
述
内
容
を
素
材
に
検
討
し
よ
う
。

　

こ
の
研
究
分
野
で
は
、
圭
室
諦
成
が
葬
祭
の
儀
礼
や
治
病
の
呪
術
を
解

�
、
中

世
仏
教
を
「
葬
式
仏
教
」
と
概
念
化
し
た
先
駆
的
労
作
が
あ
る
。
圭
室
は
、
一
四
世

紀
ま
で
「
野
捨
て
と
い
う
死
体
遺
棄
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ

る
」
と
指
摘
し

�
し
か
し
、
な
に
ゆ
え
、
庶
民
が
野
捨
て
と
い
う
死
体
遺
棄
を
つ

づ
け
て
い
た
の
か
、
そ
の
歴
史
的
背
景
や
原
因
に
つ
い
て
言
及
す
る
研
究
は
こ
れ
ま

で
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
『
文
保
記
』
の
記
述
に
言
及
し
て
い
る
勝
田
至
は
、
遺
族
が
棺
や
筵
の
上
に
遺
体

を
放
棄
す
る
の
は
「
遺
族
が
葬
る
こ
と
だ
と
い
う
意
識
が
あ
る
」
の
だ
か
ら
「
風

葬
」
と
い
え
る
と
い
い
、
横
死
者
の
死
体
を
遺
棄
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
と
は
区
別
す

べ
き
だ
と
し
、
民
俗
学
者
が
調
べ
た
近
現
代
の
近
親
者
に
よ
る
葬
送
事
例
の
存
在
か

ら
、
中
世
前
期
に
庶
民
も
家
族
の
手
で
葬
送
を
お
こ
な
っ
た
と
主
張
す
�

し
か
し
、

私
は
現
代
人
の
葬
送
観
念
と
中
世
人
の
そ
れ
と
は
大
き
な
断
絶
と
埋
め
が
た
い
深
淵

に
よ
っ
て
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
部
分
が
存
在
し
た
と
考
え
て
い
る
。
現
代
と
前
近
代

の
連
続
面
は
人
類
学
や
民
俗
学
に
よ
っ
て
分
析
可
能
で
あ
る
が
、
断
絶
面
に
つ
い
て

は
文
化
人
類
学
の
方
法
論
で
は
解
明
で
き
な
い
分
野
が
大
き
い
。
歴
史
学
独
自
の
分

析
方
法
の
存
在
意
義
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

本
章
で
は
、
触
穢
に
よ
る
生
活
規
制
を
逃
れ
る
た
め
に
、
葬
送
自
体
を
行
わ
な
い

「
野
棄
」「
速
懸
」
と
い
う
作
法
を
つ
く
り
だ
し
て
い
た
中
世
民
衆
知
の
実
態
を
復
原

し
、
中
世
の
庶
民
が
な
に
ゆ
え
葬
送
も
な
し
に
死
体
を
遺
棄
し
て
平
然
と
し
て
い
ら

れ
た
の
か
、「
野
棄
」
や
「
速
懸
」
と
い
う
死
体
遺
棄
を
必
要
と
し
て
い
た
歴
史
的

理
由
に
つ
い
て
文
献
史
料
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
に
、
中
世
に
お
け
る
地

下
＝
民
間
で
の
葬
送
の
社
会
的
風
俗
や
慣
習
を
ま
ず
復
原
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　

）
４８明
し

（　

）
４９た
。

（　

）
５０る
。

１　

在
地
に
お
け
る
問
葬 
・ 
拾
骨 
・ 
納
骨
の
登
場
と
禁
忌
意
識
の
欠
如

﹇
問
葬
の
禁
忌
を
め
ぐ
る
服
忌
令
﹈

　
『
文
保
記
』「
大
神
宮
参
詣
精
進
条
々
」
の
七
条
目
に
「
一
問
葬
葬
送
時
供
奉
事
也

」
と
あ

る
。
問
葬
の
用
語
も
『
礼
記
』
問
喪
第
三
五
に
も
と
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
、
儒
教
的

儀
礼
に
発
す
る
も
の
が
民
間
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
中
で
論
じ
ら
れ
た
例
を
知
ら
な
い
の
で
詳
し
く
み
よ
う
。

「
一
問
葬
葬
送
時
、
供
奉
事
也

禁
忌
事　

祖
父
長
官
服
仮
令
云
、
問
喪
者
、
死
人
送
之
時
、
雖
不
懸
手
於
死
人
、

随
順
之
供
奉
人
、
七
日
憚
之
、
無
甲
乙
丙
穢
云
々
。
雖
無
甲
乙
丙
穢
、
忌
同
宿

同
火
之
条
、
多
分
儀
也
。
通
并
火
食
合
、
非
制
限
。

　

凡
問
葬
之
僧
尼
等
、
近
日
、
号
不
築
杖
不
読
経
、
不
致
七
箇
日
禁
忌
之
輩
、

少
々
聞
及
之
、
造
意
至
、
太
不
可
然
、
不
可
有
不
禁
忌
也
。
以
自
心
受
之
、
故

障
何
不
禁
忌
哉
」〔『
文
保
記
』
田
中
本
〕

　
『
文
保
記
』
の
撰
者
度
会
章
尚
が
引
用
い
た
「
祖
父
長
官
服
仮
令
」
は
「
文
永
三

年
（
一
二
六
六
）
十
一
月
十
一
日
祖
父
長
官
常
尚
〈
時
に
権
任
〉
問
」
と
か
「
永
仁

二
年
（
一
二
九
四
）
八
月
十
一
日
祖
父
長
官
常
尚
記
」
な
ど
と
あ
る
の
で
、
十
三
世

紀
末
期
に
相
当
す
る
事
例
と
考
え
ら
れ
る
。
葬
送
で
死
人
を
野
辺
送
り
す
る
と
き
、

死
人
に
手
を
懸
け
ず
に
随
順
し
て
供
奉
だ
け
す
る
人
を
「
問
葬
」
と
か
「
喪
を
問
う

者
」・「
問
葬
之
僧
尼
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
問
葬
の
人
や
僧
尼

は
七
ケ
日
の
禁
忌
と
さ
れ
、
甲
乙
丙
の
穢
は
な
く
、
同
宿
と
同
火
は
忌
む
の
が
大
方

の
習
慣
だ
と
い
う
。
し
か
も
、
問
葬
の
僧
尼
の
中
で
は
、「
築
杖
」
や
読
経
も
し
な

い
か
ら
と
号
し
て
七
ケ
日
の
禁
忌
を
し
な
い
輩
が
出
始
め
た
。
そ
こ
で
、
七
ケ
日
の

禁
忌
だ
け
は
守
る
よ
う
に
伊
勢
神
宮
外
宮
の
常
尚
服
仮
令
は
規
定
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
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﹇
七
ケ
日
禁
忌
を
省
略
す
る
社
会
風
潮
﹈

　

こ
こ
で
い
う
「
築
杖
」
と
は
何
か
、
先
学
の
見
解
が
管
見
に
入
ら
な
か
っ
た
。

『
礼
記
』
に
は
問
喪
に
父
の
た
め
に
竹
杖
、
母
の
た
め
に
桐
杖
を
つ
か
う
と
か
、
喪

服
に
も
「
三
日
に
し
て
子
に
杖
を
授
け
」
な
ど
と
あ
る
。
杖
を
築
い
て
喪
を
問
う
こ

と
と
い
え
る
。
儒
教
的
服
喪
作
法
が
、
日
本
の
中
世
在
地
社
会
の
習
俗
と
な
っ
て
い

た
可
能
性
が
闍
い
。
そ
う
し
た
喪
を
問
う
方
法
が
簡
略
に
な
り
、
禁
忌
意
識
を
欠
如

し
た
社
会
風
潮
が
鎌
倉
後
期
に
登
場
し
た
。
伊
勢
神
宮
の
神
官
ら
は
服
仮
令
を
出
し

て
、
禁
忌
を
省
略
す
る
動
き
を
「
造
意
の
至
」
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
横
井
が
い
う
よ
う
に
「
民
衆
世
界
」
で
は
「
穢
忌
の
心
」
が
根
強
か
っ
た

の
で
は
な
く
、
反
対
に
、
触
穢
や
禁
忌
の
日
数
を
重
視
せ
ず
に
、
無
視
な
い
し
省
略

し
よ
う
と
す
る
社
会
風
潮
が
つ
よ
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
『
文
保
記
』〔
田
中
本
〕
に
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
一
文
が
つ
づ
く
。

Ａ
「
次
雖
非
僧
侶
、
築
杖
、
脱
�
者
、
皆
可
為
七
ケ
日
禁
忌
也
。
縦
雖
不
築
杖

不
脱
�
、
至
家
人
奴
婢
者
、
尤
七
ケ
日
可
禁
忌
歟
。
依
為
神
宮
之
法
、
於
十
三

ケ
月
服
、
雖
不
受
、
何
可
免
此
儀
哉
」

Ｂ
「
為
納
墓
、
取
野
棄
之
死
人
骨
之
時
、
彼
骨
有 　
  �
并
筵
及
衣
之
上
者
、
取
之

ツ
エ

族
、
七
ケ
日
甲
穢
之
外
、
可
為
三
十
ケ
日
乙
穢
也
。
埋
棺
之
時
、
為
胸
株
、
棺

之
上
爾
立
木
埋
土
、
此
時
可
引
上
也
。
不
引
上
者
、
彼
木
不
断
、
可
為
甲
穢
木

也
」

Ｃ
「
近
年
号
速
懸
、
�
未
死
之
由
、
送
野
、
就
之
、
重
々
無
謂
事
等
、
有
之
。

導
師
僧
者
、
着
笠
・
打
輪
、
役
人
等
着
浄
衣
、
引
馬
、
秉
松
明
、
於
野
、
導
師

読
呪
願
文
。
不
替
死
人
之
葬
、
為
遁
触
穢
結
構
之
至
也
。
不
可
説
。
凡
速
懸
者
、

既
有
死
去
之
不
審
、
迄
近
比
送
野
面
之
後
、
或
出
言
或
動
身
、
近
年
者
人
意
偽

而
大
略
死
去
之
後
送
歟
。
雖
有
推
量
、
以
推
量
不
可
定
于
穢
、
此
事
記
爾
還
而

有
其
憚
者
也
。
能
々
可
令
勤
慎
事
也
。
只
以
気
止
、
為
穢
始
者
也
」

　

Ａ
段
落
は
、
籠
僧
で
な
く
て
も
「
築
杖
」
＝
杖
を
つ
き
「
脱
�
」
＝
履
を
脱
ぎ
喪

家
に
上
が
り
触
穢
し
た
者
は
皆
七
ケ
日
の
禁
忌
は
行
う
べ
き
で
あ
る
。
杖
つ
き
や
喪

家
に
上
が
ら
な
く
て
も
、
喪
家
の
家
人
・
奴
婢
に
至
る
ま
で
、
七
ケ
日
の
禁
忌
は
す

べ
き
で
あ
る
。
神
宮
の
法
に
よ
っ
て
十
三
ケ
月
の
間
、
喪
服
を
つ
け
る
忌
み
は
受
け

な
い
に
し
て
も
、
七
ケ
日
の
禁
忌
は
な
ん
で
免
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
と
し
て

い
る
。

　
『
師
守
記
』
に
よ
る
と
、
一
四
世
紀
、
中
原
師
右
の
毎
七
日
仏
事
で
墓
所
で
の
経

供
養
で
は
「
家
中
下
女
・
中
間
并
青
侍
下
部
」
に
ま
で
「
雑
飯
」
を
支
給
し
て
い
た

（『
師
守
記
』
康
永
四
年
三
月
二
十
五
日
条
）。
地
下
官
人
層
が
も
つ
「
家
中
下
女
・

中
間
并
青
侍
下
部
」
こ
そ
、
こ
こ
で
い
う
「
家
人
奴
婢
」
に
相
当
す
る
と
み
て
ま
ち

が
い
な
い
。
伊
勢
神
宮
は
喪
家
・
葬
家
の
家
人
・
奴
婢
に
ま
で
七
ケ
日
禁
忌
を
順
守

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。

﹇
野
棄
か
ら
拾
骨
・
納
骨
の
作
法
﹈

　

Ｂ
段
落
は
、
納
骨
の
た
め
に
、「
野
棄
之
死
人
骨
」
を
取
る
と
き
、
遺
骨
が
�
や

筵
や
衣
の
上
に
あ
る
も
の
を
拾
っ
た
人
は
、
七
ケ
日
の
甲
穢
と
三
十
日
の
乙
穢
と
区

別
す
べ
き
で
あ
る
。
棺
を
埋
め
る
と
き
、 
胸
株 
と
い
っ
て
、
棺
の
う
え
に
木
を
立
て

む
ね
く
ひ

土
に
埋
め
た
あ
と
は
、
立
木
を
ひ
き
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
に
し
た
時
は

胸
株
は
断
た
ず
に
、
甲
穢
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。

　

死
人
を
「
野
棄
」
す
る
習
慣
の
存
在
は
死
体
遺
棄
と
し
て
こ
れ
ま
で
も
圭
室
・
勝

田
な
ど
多
く
の
論
者
が
言
及
し
て
い
る
の
で
触
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
祖
父
長

官
常
尚
服
仮
令
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、「
野
棄
之
死
人
」
が
『
九
想
詩
絵

�

の
よ
う
に
腐
乱
・
破
裂
・
散
乱
・
乾
燥
し
て
白
骨
に
な
っ
た
も
の
を
「
納
骨
」
の
た

め
に
拾
骨
を
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
民
間

に
お
け
る
社
会
階
層
の
変
動
と
と
も
に
葬
送
の
仕
方
が
多
様
化
し
て
、
触
穢
に
と
も

な
う
物
忌
み
の
方
法
が
あ
た
ら
し
く
改
訂
さ
れ
る
必
要
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
野
棄
」
の
あ
と
拾
骨
を
し
て
納
骨
す
る
と
い
う
方
法
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
土
葬
し
た
遺
体
か
ら
数
年
後
に
火
葬
し
て
骨
を
拾
い
出
し
て
「
納
骨
」
す
る

方
法
も
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
実
証
す
る
の
が
、
三
条
目
に
み
え
る
曾
祖

（　

）
５１巻
』
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父
長
官
貞
尚
秘
書
＝
「
雑
穢
沙
汰
文
」
に
引
用
さ
れ
た
「
改
葬
服
」
に
関
す
る
つ
ぎ

の
事
例
で
あ
る
。

「
嘉
元
三
年
（
一
三
○
五
）
五
月
七
日
、
橋
丸
氏
王
判
官
信
景
問
云
、
母
死
去

之
時
、
存
可
土
葬
之
由
、
着
棺
之
後
、
有
所
存
、
取
出
之
、
令
火
葬
、
拾
集
其

骨
、
分
納
于
方
々
畢
。
其
一
分
於

取
天

、
入
瓶
子
、
上
岡
乃

木
本
仁

遥
久
令
閣
之
後
、

経
数
月
令
土
葬
。
而
葬
所
便
宜
悪
之
間
、
為
退
他
所
、
可
改
葬
之
由
存
之
。
於

為
最
初
一
体
土
葬
、
雖
不
可
不
審
、
火
葬
之
後
、
分
置
于
方
々
、
其
一
分
於
令

葬
之
間
、
依
為
五
体
不
具
、
不
可
有
式
禁
忌
歟
土

申
之
」〔『
文
保
記
』
田
中
本
〕

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
判
官
信
景
は
母
が
死
去
し
た
と
き
、
遺
体
を
棺
に
い
れ
上
岡
の

木
の
下
に
長
期
間
差
し
置
い
た
あ
と
、
数
ヶ
月
間
の
土
葬
を
し
た
。
こ
れ
こ
そ
棺
の

ま
ま
野
棄
の
慣
習
の
後
に
土
葬
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
数
ヶ
月
を
経
て
土
葬
し

た
と
き
は
一
体
分
の
す
べ
て
の
骨
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
埋
葬
場
所

が
便
宜
悪
い
の
で
こ
れ
を
取
り
出
し
て
火
葬
し
て
拾
骨
し
て
分
骨
し
た
。
そ
の
一
部

を
取
り
出
し
て
瓶
子
に
入
れ
た
。
こ
れ
を
別
の
場
所
に
改
葬
し
た
い
が
、
そ
の
場
合

に
は
遺
骨
が
全
部
揃
わ
な
い
の
で
五
体
不
具
に
な
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
起
し

た
。
回
答
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

「
一
行
忠
、
二
常
尚
、
答
云
、
火
葬
之
後
、
拾
彼
骨
分
置
方
々
上
者
、
五
体
不

具
之
条
、
雖
勿
論
、
為
孝
子
、
取
其
一
分
、
令
土
葬
、
経
年
序
令
改
葬
之
上
者
、

雖
謂
五
体
不
具
歟
、
但
於
下
手
改
葬
族
者
、
雖
為
七
ケ
日
之
穢
人
、
至
孝
子
以

下
之
親
類
者
、
改
葬
之
禁
忌
如
式
、
可
受
之
歟
云
々
、
令
治
定
于
其
儀
禁
忌
畢
、

但
此
下
手
人
七
ケ
日
穢
、
不
審
也
、
凡
改
葬
者
、
其
骨
雖
納
少
分
、
改
葬
之
時
、

穢
三
十
ケ
日
也
」

と
す
る
。
改
葬
と
い
う
新
し
い
儀
礼
が
在
地
で
登
場
し
つ
つ
あ
り
、
七
ケ
日
の
穢
と

す
る
か
多
様
な
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
改
葬
の
穢
は
三
十
日
と
定
め
て
い

る
。

　

文
中
に
経
過
の
説
明
が
重
複
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、
納
棺
し
て
野
棄
の
あ
と
、

数
ヶ
月
し
て
土
葬
し
、
さ
ら
に
火
葬
・
拾
骨
・
分
骨
す
る
な
ど
あ
ら
た
な
改
葬
習
慣

が
民
間
に
登
場
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
改
葬
の
事
例
に
と
も
な

う
問
状
や
明
法
博
士
勘
答
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
れ
ば
、
中
世
の
民
間
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
は
、
野
棄
の
死
体
遺
棄
の

あ
と
も
土
葬
や
火
葬
し
て
拾
骨
し
、
改
葬
し
て
分
骨
・
分
置
す
る
な
ど
納
骨
作
法
を

重
視
す
る
葬
法
に
変
化
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
と
り
わ
け
、
野
棄
は
共

通
し
て
行
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
独
自
の
理
由
と
役
割
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
Ｃ
段
落

の
記
述
か
ら
わ
か
る
。
次
に
Ｃ
段
落
の
検
討
に
移
ろ
う
。

２　

触
穢
遁
逃 
・ 
死
去
不
審
の
た
め
の 「
野
棄
」 「
速
懸
」

﹇
野
棄
・
速
懸
と
い
う
民
衆
知
﹈

　

Ｃ
段
落
を
意
訳
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
近
年
、「
速
懸
」
と
い
う
風
習

が
は
じ
ま
っ
た
。
未
だ
死
ん
で
い
な
い
と
称
し
て
遺
体
を
野
に
送
る
。
こ
れ
は
謂
わ

れ
の
な
い
事
で
あ
る
。
導
師
の
僧
は
笠
を
つ
け
、
役
人
等
は
浄
衣
を
つ
け
遺
体
や
輿

を
の
せ
た
馬
を
引
き
松
明
を
か
か
げ
、
野
に
於
い
て
導
師
は
呪
願
文
を
よ
む
。
こ
の

行
為
を
「
死
人
之
葬
」
に
替
え
な
い
の
は
「
触
穢
を
遁
れ
る
た
め
」
の
結
構
の
至
り

で
み
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
凡
そ
、
速
懸
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、「
死
去
之

不
審
」
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
近
此
ま
で
野
に
送
っ
た
あ
と
に
、
死
人
が
言
葉
を
出

し
た
り
、
身
を
動
か
す
こ
と
が
あ
る
。
近
年
は
人
の
意
を
偽
っ
て
ほ
と
ん
ど
死
去
し

て
か
ら
野
に
送
る
よ
う
だ
。
た
だ
、
死
ん
だ
と
推
量
で
き
て
も
、
推
量
で
穢
れ
と
認

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
判
定
を
記
す
こ
と
は
か
え
っ
て
憚
り
が
あ
る
。
よ

く
よ
く
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
人
の
気
が
止
ま
っ
た
と
き
を
も
っ
て

死
穢
の
始
め
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
尾
張
や
美
濃
な
ど
地
方
社
会
の
中
で
、
触
穢
と
死
を
ど
う
判
定
し

た
か
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
多
様
な
歴
史
事
象
が
お
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
一
に
重
要
な
こ
と
は
、
庶
民
は
未
だ
死
ん
で
い
な
い
人
を
野
辺
に
送
る
だ
け
だ

と
し
て
「
速
懸
」
と
い
う
行
事
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
死
人
之
葬
」
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＝
葬
送
儀
礼
を
し
な
い
た
め
に
意
図
的
に
つ
く
り
だ
し
た
民
衆
の
風
習
で
「
触
穢
を

遁
れ
る
た
め
」
の
行
動
で
あ
る
と
い
う
。

　

当
時
の
社
会
風
習
で
は
、
死
人
の
葬
送
を
し
た
葬
家
・
喪
家
は
死
穢
と
し
て
三
○

日
、
百
ケ
日
の
禁
忌
と
し
て
神
事
に
関
与
す
る
人
と
の
接
触
は
で
き
な
か
っ
た
。
貴

族
や
武
士
・
名
主
・
百
姓
で
あ
る
な
ら
、
下
人
や
家
人
ら
を
働
か
せ
て
お
け
ば
生
活

で
き
る
。
し
か
し
、
家
人
や
下
人
・
所
従
自
身
や
隷
属
民
を
も
た
な
い
作
人
・
小
百

姓
な
ど
下
層
庶
民
ほ
ど
、
死
穢
や
禁
忌
を
厳
密
に
ま
も
っ
て
い
た
の
で
は
生
き
て
い

け
な
い
。
そ
こ
で
庶
民
が
考
え
出
し
た
の
は
、
死
ぬ
ま
え
に
野
に
捨
て
る
の
だ
か
ら

「
死
人
之
葬
」
で
は
な
い
と
い
う
理
屈
で
、「
触
穢
を
の
が
れ
る
た
め
」「
野
棄
」「
速

懸
」
と
い
う
埋
葬
作
法
を
つ
く
り
だ
し
た
。
こ
れ
こ
そ
、
中
世
庶
民
の
民
衆
知
で
あ

る
。
下
層
民
衆
は
、
死
人
の
葬
儀
を
す
る
こ
と
を
い
や
が
っ
て
い
た
。
現
代
人
の
研

究
者
が
死
体
遺
棄
を
風
葬
と
よ
び
、
庶
民
も
葬
送
儀
礼
を
行
っ
て
い
た
は
ず
だ
、
と

い
う
先
入
観
で
古
代
中
世
史
研
究
を
す
す
め
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
思
い
こ
み
に
す

ぎ
な
い
。

　

と
り
わ
け
、「
死
人
之
葬
」
を
避
け
た
の
は
触
穢
を
の
が
れ
る
だ
け
は
な
く
経
済

的
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
延
徳
二
年
（
一
四
九
○
）
三
月
北
野
社
は
立
て

籠
も
っ
た
土
一
揆
衆
の
死
人
三
十
一
体
を
処
理
す
る
た
め
「
代
物
一
人
十
疋
宛
下
行

也
、
河
原
者
取
捨

�
と
あ
り
、
死
体
処
理
に
ひ
と
り
百
文
を
支
出
し
た
。
天
文
元

年
（
一
五
三
二
）
十
一
月
三
十
日
摂
津
尼
崎
墓

�
に
は
「
火
屋　

荒
墻　

四
方
幕

　

内
地
付
一
端
充
聖
方
へ
取
之
、
引
馬
導
師
分
迄　

龕　

蓋
、
是
を
不
可
取
、
於
此

分
者
、
百
疋
可
取
之
、
収
骨
は
五
十
文
」「
定
輿
、
付
、
桶
ニ
入
土
葬
、
同
之
、
此

分
に
於
い
て
は
五
十
文
こ
れ
を
取
る
べ
し
」「
筵
ニ
入　

付
、
無
縁
取
捨　

此
分
に

於
い
て
は
拾
文　

少
愛
者
十
文
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
火
葬
は
実
に
百
疋
＝

一
貫
文
も
の
大
金
が
必
要
で
、「
死
人
の
葬
」
と
し
て
定
輿
や
棺
桶
を
用
い
た
土
葬

は
五
十
文
、
無
縁
者
の
「
取
捨
」
や
子
供
で
も
十
文
の
経
費
が
必
要
で
、
河
原
者
に

処
理
し
て
も
ら
う
に
も
百
文
の
銭
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
世
の
「
死

人
の
葬
」
は
経
費
が
か
か
る
事
業
で
あ
っ
た
。

（　

）
５２也
」

（　

）
５３所
掟

　

播
磨
国
の
鶴
林
寺
文
書
に
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
九
月
三
日
行
基
菩
薩
像
造

立
勧

�
が
あ
る
。
沙
門
貞
秀
・
沙
弥
善
阿
の
勧
進
に
答
え
た
寄
進
者
の
交
名
注
文

で
あ
り
、「
五
百
文　

禅
弥
房
、
二
百
文　

善
阿
ミ
」
と
書
き
出
し
て
お
り
、
百
六

十
五
人
の
名
が
つ
づ
く
。
さ
ら
に
「
寺
家
分
」
が
七
一
人
、「
新
人
分
」
が
三
百
八

十
八
人
、
合
計
六
二
四
人
に
の
ぼ
る
。
こ
の
う
ち
、
百
文
を
こ
え
る
の
は
、
禅
弥
房

貞
秀
と
沙
弥
善
阿
に
二
人
だ
け
で
、
大
工
左
衛
門
太
郎
が
五
○
文
で
、
ほ
か
は
み
な

「
二
文　

歳
菊
」「
一
文　

三
郎
」
な
ど
三
文
か
ら
一
文
が
も
っ
と
も
多
い
。「
モ
ミ

弥
四
郎
」「
米
善
久
」
な
ど
現
物
寄
進
も
多
い
。
終
わ
り
に
近
い
丁
紙
に
は
「
モ
ミ

女
」
の
記
載
が
五
十
人
以
上
も
つ
づ
く
。「
一
文　

女
」
と
名
前
の
な
い
も
の
も
多

く
、
端
女
・
奴
婢
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
さ
に
、
地
方
庶
民
は
一
文
・
三
文
の
寄
進
が

大
事
業
で
あ
り
、
下
層
民
衆
は
「
モ
ミ
」「
米
」
の
寄
進
が
極
楽
往
生
に
た
め
の
必

死
の
作
善
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
世
下
層
民
衆
に
と
っ
て
「
死
人
の
葬
」
を
営
む

こ
と
を
嫌
う
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。

　

第
二
に
重
要
な
こ
と
は
、「
野
棄
」
や
「
速
懸
」
と
い
う
民
衆
の
埋
葬
慣
行
が
は

じ
ま
っ
た
の
は
、「
死
去
之
不
審
」
が
あ
る
た
め
で
野
面
に
送
っ
て
お
け
ば
生
き
返

る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
理
屈
だ
と
い
う
。『
延
喜
式
』
で
も
死
穢
の
判
定
は
気
止

め
に
よ
っ
て
行
え
と
あ
る
。
死
去
し
た
と
推
量
し
て
死
穢
を
判
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と
伊
勢
神
宮
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
野
棄
や
速
懸
と
い
う
民

衆
知
を
禁
止
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
気
止
め
」
と
は
な
に
か
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
①
「
自
然
現
象
」「
一
五
日
」

「
天
地
の
精
」「
大
気
」「
気
体
」「
香
気
」
の
六
つ
の
意
味
、
②
「
呼
吸
」「
精
気
」

「
意
識
」「
気
だ
て
」「
気
力
」「
意
志
」「
心
配
」「
感
情
」「
根
気
」「
関
心
」
の
十
個

の
意
味
を
挙
げ
て
い
る
。「
天
地
の
精
」
の
典
拠
と
し
て
『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
「
人
死

は
気
に
帰
す
、
更
に
生
を
受
け
ず
」
を
挙
げ
る
。
中
世
人
は
「
気
止
め
」
＝
意
識
を

失
っ
た
り
、
呼
吸
が
一
時
的
に
と
ま
っ
た
り
、
精
気
が
な
く
な
っ
た
り
し
て
も
、
死

と
判
定
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
息
を
吹
き
返
し
た
り
、
言
葉
を
出
し
た
り
、
身
を
動
か

す
こ
と
が
現
代
以
上
に
度
々
で
あ
っ
た
。

（　

）
５４進
帳

［中世における触穢と精進法をめぐる天皇と民衆知］……井原今朝男



242

﹇
生
き
か
え
る
人
々
﹈

　
「
気
止
め
」
に
よ
り
死
と
判
定
さ
れ
た
死
人
が
生
き
か
え
る
事
例
は
、
古
代
中
世

の
説
話
に
は
た
く
さ
ん
取
ら
れ
て
い
る
。『
今
昔
物
語
』
に
は
、
宝
亀
五
年
（
七
七

四
）
三
月
に
大
伴
蓮
忍
勝
が
死
ん
で
土
葬
し
た
が
、
五
日
を
経
て
「
活
キ
テ
墓
ヨ
リ

出
デ
テ
」
死
後
の
世
界
を
「
親
シ
キ
族
ニ
語
テ
云
ク
」
と
あ
る
。
越
後
国
人
の
僧
妙

達
が
蘇
生
し
て
語
っ
た
と
い
う
『
僧
妙
達
蘇
生
記
』
や
『
拾
遺
往
生
伝
』
な
ど
に
も

蘇
生
の
記
録
が
あ
る
。『
沙
石
抄
』
に
も
常
陸
国
中
郡
荘
で
小
童
が
野
棄
て
さ
れ
て

生
き
返
り
、
そ
の
若
僧
を
地
頭
の
安
達
泰
盛
が
鎌
倉
に
伴
っ
た
話
を
の
せ
て
い
る
。

乾
元
元
年
（
一
三
○
二
年
）
ご
ろ
の
著
作
と
さ
れ
る
『
八
幡
愚
童
訓
』
に
も
備
後
国

住
人
の
僧
覚
円
が
石
清
水
八
幡
宮
に
参
籠
し
て
参
宿
中
に
死
ん
だ
の
で
「
無
縁
の
も

の
な
り
け
れ
ば
誠
し
き
葬
送
な
ん
ど
に
及
ば
ず
、
さ
か
ゞ
辻
と
い
う
と
こ
ろ
に
野
捨

て
に
し
て
け
り
」
と
し
数
日
し
て
蘇
生
し
た
著
名
な
事
例
が
あ
る
。
古
代
・
中
世
の

時
代
に
は
、
貧
者
に
と
っ
て
「
野
棄
」
や
「
速
懸
」
こ
そ
が
蘇
生
を
み
ち
び
く
た
め

の
積
極
的
な
社
会
的
手
段
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
み
れ
ば
、
Ｂ
段
落
に
「
棺
を
埋
め
る
之
時
、
胸
株
と
し
て
、
棺
之
上
に

木
を
立
て
土
を
埋
め
、
此
の
時
引
き
上
げ
る
べ
き
也
」
と
い
い
、「
胸
株
」
と
い
う

風
習
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
も
土
葬
し
た
棺
の
中
に
空
気
を
お
く
る
空
間

を
つ
く
る
た
め
の
民
衆
知
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
土

葬
さ
れ
た
人
が
生
き
返
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
下
層
民
衆
が
野
棄
や
速
懸
と
い
う
独
自
な
埋
葬
方
法
を
実
施

し
た
の
は
、「
死
人
之
葬
」
と
し
な
い
で
「
触
穢
を
遁
れ
る
た
め
」
で
あ
り
、
な
に

よ
り
も
死
去
し
た
か
否
か
の
判
断
が
困
難
で
あ
っ
た
中
世
社
会
に
お
い
て
「
死
去
之

不
審
」
が
あ
っ
た
た
め
、
生
き
か
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
行
動
で
あ
り
、
民
衆
独
自

の
合
理
的
な
知
の
体
系
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ま
で
民
衆
の
葬
送
を
論

じ
た
中
世
史
家
や
民
俗
学
者
は
多
い
。
し
か
し
、
野
棄
や
速
懸
と
い
う
民
衆
独
自
の

方
法
の
存
在
を
指
摘
し
、
し
か
も
そ
の
慣
習
が
合
理
的
な
目
的
を
持
っ
た
意
図
的
な

行
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
抜
い
た
研
究
者
は
い
な
か
っ
た
。
中
世
下
層
民
衆
は
、
公

家
・
武
家
・
僧
侶
の
支
配
層
や
百
姓
・
町
衆
な
ど
中
間
階
層
と
は
異
な
っ
た
生
き
抜

く
た
め
の
体
系
性
を
も
っ
た
独
自
の
民
衆
知
の
世
界
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事

実
は
、
中
世
民
衆
は
つ
よ
い
触
穢
観
念
を
強
く
も
っ
て
い
た
と
す
る
横
井
説
と
は
反

対
の
史
実
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
死
人
の
葬
儀
を
出
さ
ず
に
、
触

穢
を
遁
れ
る
意
図
を
も
っ
て
、
民
衆
知
の
中
で
生
き
抜
い
て
き
た
下
層
民
衆
の
世
界

の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

む
す
び
に

　

中
・
近
世
の
生
業
・
技
術
と
呪
術
・
信
仰
の
未
分
化
な
一
体
性
と
い
う
分
析
視
角

か
ら
、
文
字
を
も
た
な
か
っ
た
下
層
民
衆
の
知
の
世
界
を
歴
史
史
料
に
即
し
て
具
体

的
に
復
元
し
よ
う
と
す
る
共
同
研
究
は
大
変
魅
力
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
し
か
し
、

難
し
く
か
つ
困
難
な
世
界
で
も
あ
っ
た
。
近
世
史
研
究
者
の
横
田
冬
彦
・
奈
倉
哲
三

ら
に
よ
る
江
戸
民
衆
の
到
達
点
で
あ
る
民
衆
知
の
世
界
を
知
る
に
つ
れ
て
、
支
配
層

の
頂
点
部
分
に
立
ち
続
け
、
中
世
国
家
権
力
の
一
端
を
掌
握
し
つ
づ
け
た
中
世
天
皇

の
知
の
世
界
と
、
対
極
に
い
た
無
文
字
世
界
の
民
衆
知
を
対
比
し
て
検
討
し
た
い
と

つ
よ
く
念
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
支
配
層
の
家
人
・
中
間
・
被
官
・

家
中
下
女
・
青
侍
下
部
・
下
人
・
奴
婢
な
ど
と
い
わ
れ
た
下
層
民
衆
を
含
め
て
百
姓
・

職
人
・
武
士
・
貴
族
を
含
め
将
軍
・
天
皇
ま
で
が
ひ
と
し
く
社
会
常
識
と
し
て
い
た

と
い
う
中
世
の
触
穢
観
念
を
研
究
テ
ー
マ
に
設
定
し
た
。

　

新
し
い
視
点
と
方
法
に
も
と
づ
い
て
こ
れ
ま
で
の
史
料
群
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
本
稿
は
こ
れ
ま
で
の
先
端
的
研
究
者
が
指
摘
し
通
説
と
な
っ
て
き
た
い
く
つ
か

の
見
解
を
根
本
的
に
見
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
た
と
自
負
し
て

い
る
。

　

す
く
な
く
と
も
「
ケ
ガ
レ
に
お
か
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
は
何
よ
り
も
ま
ず
天

皇
と
そ
の
政
治
で
あ
る
」
と
い
う
中
世
史
の
通
説
的
見
解
は
再
検
討
が
必
要
で
あ
り
、

中
世
天
皇
自
身
が
系
譜
上
の
父
母
の
死
穢
に
対
し
て
は
自
発
的
に
忌
み
ご
も
り
を
し
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禊
と
祓
に
よ
り
穢
れ
を
祓
い
キ
ヨ
メ
る
呪
術
的
儀
礼
で
あ
る
倚
廬
の
儀
を
お
こ
な
っ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
天
皇
も
、
一
般
社
会
と
お
な
じ
触
穢
に
と
も
な
う
精
進

法
の
原
理
・
原
則
に
従
っ
て
十
四
日
間
の
精
進
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い

な
い
。
中
世
天
皇
は
「
触
穢
禁
制
」
の
枠
内
に
存
在
し
、
清
浄
と
汚
穢
の
二
側
面
を

あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
。

　

な
に
よ
り
も
う
れ
し
い
の
は
、「
服
忌
に
よ
っ
て
も
禊
祓
に
よ
っ
て
も
払
拭
で
き

な
い
穢
」
が
存
在
す
る
と
い
う
宿
命
的
死
穢
論
を
批
判
す
る
事
実
を
提
示
し
、
宿
命

的
死
穢
論
と
は
ま
っ
た
く
自
由
な
中
世
下
層
民
衆
が
存
在
し
た
可
能
性
を
見
出
せ
た

こ
と
で
あ
る
。「
死
人
之
葬
」
を
し
な
い
。「
触
穢
を
遁
れ
る
た
め
」
に
野
棄
・
速
懸

と
い
う
独
自
の
方
法
を
つ
く
り
だ
し
、「
死
者
之
不
審
あ
り
」
と
し
て
死
者
が
息
を

吹
き
返
す
の
を
ま
つ
。
こ
れ
ら
の
社
会
慣
行
は
無
文
字
の
民
衆
知
が
中
世
社
会
に
存

在
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
中
世
下
層
民
衆
は
「
触
穢
禁
制
」
の
枠
組
み
か
ら

脱
し
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
「
倚
廬
」「
喪
家
」「
問
喪
」「
築
杖
」
な
ど

『
礼
記
』
に
よ
る
儒
教
的
服
喪
儀
礼
が
、
禁
裏
か
ら
、
伊
勢
・
美
濃
・
尾
張
な
ど
の
在

地
社
会
に
至
る
ま
で
在
地
社
会
の
風
習
と
し
て
浸
透
・
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
平
安
〜
室
町
期
の
唐
風
・
漢
学
・
漢
詩
重
視
の
文
化
傾
向
か
ら
み
れ
ば
、

当
然
と
み
え
る
が
、
中
世
の
在
地
社
会
に
儒
教
的
世
界
が
ど
の
よ
う
に
浸
透
・
定
着

し
て
い
た
か
は
今
後
の
検
討
課
題
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

も
と
よ
り
、
本
稿
は
実
証
性
や
論
理
性
な
ど
多
く
の
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
こ
と

は
非
力
な
私
の
避
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
宿
命
で
あ
る
が
、
読
者
の
厳
し
い
批
判
に

よ
っ
て
訂
正
す
る
努
力
だ
け
は
つ
づ
け
て
い
き
た
い
と
念
じ
て
い
る
。
ご
教
示
を
お

ね
が
い
し
た
い
。

　
�
　（

１
）　

高
木
博
志
「
天
皇
を
め
ぐ
る
「
賤
」「
穢
」
の
変
容
」『
近
代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究
』

（
校
倉
書
房
一
九
九
七
）

（
２
）　

拙
論
「
中
世
寺
院
に
お
け
る
技
術
と
呪
術
の
組
織
化
と
革
新
」（『
増
補
中
世
寺
院
と
民
衆
』

註

臨
川
書
店
二
○
○
九
）

（
３
）　

横
井
清
「
中
世
の
触
穢
思
想
」（『
中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
七

五
、
初
出
は
一
九
七
二
）。
黒
田
俊
雄
「
中
世
の
身
分
制
と
卑
賤
観
念
」（『
日
本
中
世
の
国
家

と
宗
教
』
岩
波
書
店
一
九
七
五
。　

初
出
は
一
九
七
二
）。
大
山
喬
平
「
中
世
の
身
分
制
と
国

家
」（『
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
一
九
七
八
、
初
出
は
一
九
七
六
）

（
４
） 

横
井
清
『
前
掲
書
』
二
七
八
頁

（
５
）　

大
山
喬
平
『
前
掲
書
』
四
○
○
頁
。
文
化
人
類
学
の
天
皇
論
で
は
山
折
哲
雄
「
天
皇
制
の

宗
教
的
基
礎
構
造
」（『
天
皇
の
宗
教
的
権
威
と
は
何
か
』
河
出
書
房
新
社
一
九
九
○
再
版
）。

（
６
）　

脇
田
晴
子
「
散
所
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
中
世
被
差
別
民
の
研
究
』（
岩
波
書
店
二

○
○
二　

一
四
二
〜
三
頁
）

（
７
）　

脇
田
晴
子
『
前
掲
註
書
』
は
じ
め
に
衵
頁

（
８
）　

高
取
正
男
『
神
道
の
成
立
』（
平
凡
社
一
九
七
九
）

（
９
）　

林
由
紀
子
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
』（
清
文
堂
出
版
一
九
九
八
）

（　

）　

高
取
正
男
『
前
掲
註
書
』
二
十
八
頁
。

１０
（　

）　

三
橋
正
「『
延
喜
式
』
穢
規
定
と
穢
意
識
」『
延
喜
式
研
究
』
二　

一
九
八
九
）
は
古
代
の

１１

穢
意
識
が
神
祇
思
想
や
神
事
と
の
関
係
で
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
、
中
世
の
穢
意

識
の
肥
大
化
論
に
批
判
的
見
解
を
述
べ
て
い
る

（　

）　

横
井
清
『
前
掲
註
（
３
）
書
』
二
七
○
頁

１２
（　

）　

村
井
章
介
「
中
世
日
本
列
島
の
地
域
空
間
と
国
家
」（『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
』
校

１３

倉
書
房
一
九
八
八
）

（　

）　

山
折
哲
雄
前
掲
註
（
５
）
論
文
、
永
原
慶
二
『
日
本
の
中
世
社
会
』（
岩
波
書
店
一
九
六

１４

八
）、
伊
藤
喜
良
『
日
本
中
世
の
王
権
と
権
威
』（
思
文
閣
出
版
一
九
九
三
）

（　

）　

片
岡
耕
平
「
中
世
の
穢
観
念
と
神
社
」（『
日
本
歴
史
』
六
八
八　

二
○
○
五
）

１５
（　

）　

勝
浦
令
子
「
七
・
八
世
紀
将
来
中
国
医
学
書
の
道
教
系
産
穢
認
識
と
そ
の
影
響
」（『
東
京
女

１６

子
大
学
史
論
』
五
九
、
二
○
○
六
）、
服
藤
早
苗
「
斎
宮
の
忌
詞
と
女
性
穢
観
の
成
立
」（
後

藤
祥
子
編
『
王
朝
文
学
と
斎
宮
・
斎
院
』
竹
林
社　

二
○
○
九
）

（　

）　

岡
田
重
精
『
斎
忌
の
世
界
―
そ
の
機
構
と
変
容
―
』（
国
書
刊
行
会
一
九
八
九
）

１７
（　

）　

勝
田
至
「
中
世
触
穢
思
想
再
考
」（『
日
本
史
研
究
』
三
五
六　

一
九
九
二
）

１８
（　

）　
『
西
宮
記
』
の
い
う
太
上
天
皇
と
皇
祖
母
后
の
性
格
は
不
明
で
あ
る
が
、
奈
良
朝
の
「
太
上

１９

天
皇
」「
皇
祖
母
后
」（
ス
メ
ミ
オ
ヤ
ノ
キ
サ
キ
）
に
つ
い
て
は
仁
藤
敦
史
「
古
代
王
権
と
官

僚
制
」（『
古
代
王
権
と
官
僚
制
』
臨
川
書
店
二
○
○
○
）、
同
「
古
代
女
帝
の
成
立
―
大
后
と

皇
祖
后
―
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
○
八　

二
○
○
三
）
参
照
。
仁
藤
の
太

上
天
皇
説
に
つ
い
て
は
春
名
宏
昭
「
太
上
天
皇
制
の
成
立
」（『
史
学
雑
誌
』
九
九　

一
九
九

○
）
な
ど
の
批
判
も
あ
り
、
院
政
期
の
上
皇
と
の
関
係
で
論
議
が
盛
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
西
宮
記
』
以
降
の
太
上
天
皇
が
奈
良
時
代
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
上
皇
が
再
度
天
皇
に

重
祚
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
院
政
と
い
う
政
治
形
態
を
と
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
大
枠
で
は
仁

［中世における触穢と精進法をめぐる天皇と民衆知］……井原今朝男
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藤
説
が
妥
当
と
考
え
る
。
皇
位
継
承
者
の
決
め
な
い
ま
ま
先
帝
が
死
去
し
た
と
き
、
欽
明
の

即
位
で
は
前
大
王
安
閑
の
キ
サ
キ
春
日
山
田
が
次
期
大
王
を
指
名
し
た
と
い
い
、
敏
達
の
死

後
に
敏
達
の
后
額
田
部
（
推
古
）
が
次
期
大
王
に
崇
峻
天
皇
を
指
名
し
た
こ
と
、
皇
極
も
弟

で
あ
る
孝
徳
が
即
位
し
た
と
き
「
皇
祖
母
尊
」
の
称
号
を
う
け
た
こ
と
な
ど
か
ら
、「
皇
祖
母

后
」
を
皇
統
譜
上
の
御
母
の
称
号
だ
と
す
る
。
こ
の
仁
藤
説
に
し
た
が
え
ば
、
皇
祖
母
后
は
、

皇
位
継
承
者
が
未
定
な
と
き
次
代
の
皇
位
を
指
名
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（　

）　

渡
辺
真
弓
「
倚
廬
渡
御
成
立
過
程
の
基
礎
的
研
究
」（『
明
治
盛
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊

２０

四
号
、
一
九
九
一
）、
田
沼
真
弓
「
平
安
時
代
の
天
皇
喪
礼
の
変
遷
」（『
国
学
院
栃
木
短
期
大

学
紀
要
』
三
九
、
二
○
○
五
）。
こ
の
論
考
は
国
学
院
大
学
大
学
院
生
大
塚
未
来
の
教
示
に
よ

る
。

（　

）　

山
田
充
昭
「
律
令
制
下
に
お
け
る
天
皇
の
喪
葬
儀
礼
」（『
鶴
岡
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究

２１

紀
要
』
三
六　

二
○
○
一
）。
仁
藤
敦
史
の
教
示
を
え
た
。
な
お
、
服
藤
早
苗
「
山
陵
祭
祀
よ

り
み
た
家
の
成
立
過
程
」（『
日
本
史
研
究
』
三
○
二　

一
九
八
七
）
も
天
皇
家
の
葬
送
に
ふ

れ
る
が
、
荷
前
な
ど
山
陵
へ
の
別
貢
幣
だ
け
を
論
じ
る
の
み
で
、
葬
事
全
体
像
を
論
じ
る
方

法
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。

（　

）　

諸
橋
轍
次
『
支
那
の
家
族
制
』（
大
修
館
書
店
一
九
四
〇
、
八
七
頁
）、
竹
内
照
夫
『
新
釈

２２

漢
文
大
系
礼
記　

』（
明
治
書
院
、
一
九
七
九
、
五
〇
三
・
六
八
一
頁
）。
礼
記
か
ら
の
引
用
は
、

２７

本
書
に
よ
る
。
吉
岡
眞
之
・
高
田
宗
平
の
教
示
に
よ
る
。

（　

）　

和
田
萃
「
喪
葬
儀
礼
と
即
位
儀
礼
」（『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
上
巻　

塙
書
房
、

２３

一
九
九
五
）。
な
お
、
和
田
は
喪
葬
儀
礼
の
概
念
規
定
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で

は
、
葬
礼
と
服
喪
の
二
面
性
を
含
ん
だ
一
年
間
に
お
よ
ぶ
天
皇
家
の
葬
送
追
善
服
喪
儀
礼
の

全
体
像
を
と
ら
え
る
概
念
と
し
て
「
喪
葬
儀
礼
」
の
概
念
を
も
ち
い
る
こ
と
に
し
た
い
。　

（　

）　

堀
裕
「
天
皇
の
死
の
歴
史
的
位
置
」（『
史
林
』
八
一
―
一　

一
九
九
八
）

２４
（　

）　

大
石
雅
章
「
顕
密
体
制
内
に
お
け
る
禅
・
律
・
念
仏
の
位
置
」（『
日
本
中
世
社
会
と
寺
院
』

２５

清
文
堂
二
○
○
四
）。
大
石
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
天
皇
家
の
「
葬
送
儀
礼
」
に
つ
い
て
論
じ
る

が
、
そ
れ
は
、
院
司
沙
汰
を
中
心
と
し
た
葬
礼
や
追
善
法
会
の
部
分
で
あ
っ
て
、
服
喪
儀
礼

で
あ
る
諒
闇
・
倚
廬
の
儀
な
ど
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
考
察
外
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究

視
角
は
、
天
皇
家
の
喪
葬
儀
礼
に
関
す
る
そ
の
後
の
研
究
論
文
に
共
通
し
て
い
る
。

（　

）　

久
水
俊
和
「
天
皇
家
の
葬
送
儀
礼
と
室
町
殿
」（『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
』
三
四　

二

２６

○
○
二
）

（　

）　

中
世
天
皇
家
の
追
善
仏
事
な
ど
法
事
に
つ
い
て
は
女
院
領
研
究
と
あ
わ
せ
て
丸
山
仁
『
院

２７

政
期
の
王
家
と
御
願
寺
』（
高
志
書
院
二
○
○
六
）、
遠
藤
基
郎
『
中
世
王
権
と
王
朝
儀
礼
』

（
東
京
大
学
出
版
会
二
○
○
八
）
な
ど
の
参
考
文
献
参
照
。

（　

）　
『
法
然
上
人
絵
伝
』
は
後
伏
見
天
皇
が
勅
命
に
よ
っ
て
比
叡
山
功
徳
院
舜
昌
に
つ
く
ら
せ
た

２８

と
い
い
、
巻
十
に
後
白
河
院
の
臨
終
・
葬
礼
・
十
三
年
忌
が
描
か
れ
、
法
然
が
高
倉
天
皇
・
後

鳥
羽
院
・
上
西
門
院
・
修
明
門
院
の
戒
師
を
つ
と
め
、
親
盛
入
道
を
葬
礼
の
奉
行
と
し
て
記
述

し
て
い
る
。
し
か
し
、
記
載
内
容
は
『
玉
葉
』
の
記
載
と
齟
齬
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
も
、

巻
十
は
尊
円
法
親
王
の
筆
跡
と
伝
承
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
小
松
茂
美
「
解
説
」（『
続

日
本
の
絵
巻
』
中
央
公
論
社
一
九
九
○
）
は
「
そ
れ
を
明
か
す
す
べ
は
な
い
」
と
し
て
否
定

的
で
あ
る
。

（　

）　

拙
論
「
甘
露
寺
親
長
の
儀
式
伝
奏
と
別
記
『
伝
奏
記
』
の
作
成
」（
吉
岡
眞
之
・
小
川
剛
生

２９

編
『
禁
裏
本
と
古
典
学
』
塙
書
房
二
○
○
九
）

（　

）　

拙
論　

前
掲
註
（　

）
論
文　

二
二
一
頁

３０

２９

（　

）　
『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
目
録
﹇
分
類
目
録
編
﹈』
口
絵
写
真　

－

　

一
条
兼
良
書
状
と
し

３１

２０１

１０

て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
小
川
剛
生
「
高
松
宮
家
伝
来
の
禁
裏
文
書
」（『
中
世
近
世
の
禁
裏
の

蔵
書
と
古
典
学
の
研
究　

研
究
調
査
報
告
１
』
二
○
○
七
）
参
照
。

（　

）　

早
川
庄
八
『
中
世
に
生
き
る
律
令
』（
平
凡
社
選
書
一
九
八
六
）

３２
（　

）　

今
谷
明
「
観
応
三
年
広
義
門
院
の
「
政
務
」
に
つ
い
て
」（『
室
町
時
代
政
治
史
論
』
塙
書

３３

房
二
○
○
○
）、
小
川
剛
生
『
南
北
朝
の
宮
廷
誌
』（
臨
川
書
店
二
○
○
三
）

（　

）　

戦
国
史
や
政
治
史
分
野
で
は
、
遺
体
の
腐
乱
防
止
策
が
と
ら
れ
た
と
す
る
説
を
め
ぐ
る
論

３４

議
や
経
済
的
困
窮
か
ら
皇
位
継
承
儀
礼
も
遅
延
し
た
と
す
る
説
が
戦
前
戦
後
の
通
説
に
な
っ

て
き
た
。
最
近
で
も
池
享
「
皇
室
の
収
入
」（
歴
史
科
学
協
議
会
編
『
天
皇
・
天
皇
制
を
よ
む
』

東
京
大
学
出
版
会
二
○
○
八
）
は
、
応
仁
の
乱
以
後
皇
室
財
政
の
決
定
的
危
機
か
ら
「
天
皇

の
葬
儀
を
行
う
こ
と
す
ら
困
難
に
な
っ
て
い
た
」
と
す
る
。
し
か
し
、
譲
位
が
慣
習
法
と

な
っ
て
い
た
中
世
で
は
「
天
皇
の
葬
儀
」
＝
「
天
皇
崩
」
は
あ
り
え
ず
、「
太
上
天
皇
皇
祖
母

后
崩
」
の
規
定
（『
西
宮
記
』）
に
し
た
が
っ
て
喪
葬
儀
礼
が
執
行
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
天

皇
が
在
位
中
死
去
し
た
場
合
、
新
主
が
践
祚
・
劔
璽
渡
御
す
る
ま
で
「
旧
主
御
葬
礼
」
は
実
施

で
き
な
い
と
い
う
制
度
的
慣
習
法
的
規
定
（
天
皇
作
法
）
が
生
き
て
い
た
。
後
土
御
門
天
皇

の
葬
儀
が
著
し
く
お
く
れ
た
の
は
、
皇
室
財
政
の
逼
迫
が
主
因
と
は
い
え
、
譲
位
・
践
祚
・
劔

璽
渡
御
・
旧
主
御
葬
礼
・
倚
廬
の
儀
・
諒
闇
大
祓
・
即
位
式
と
い
う
中
世
天
皇
作
法
の
慣
習
法

に
規
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
副
次
的
な
要
因
と
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
即
位
式
と
別
に
践

祚
・
劔
璽
渡
御
が
奈
良
末
期
に
分
立
・
定
着
・
重
視
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
柳
沼
千
枝
「
践

祚
の
成
立
と
そ
の
意
義
」（『
日
本
史
研
究
』
三
六
三
、
一
九
九
一
）
参
照
。

（　

）　

片
岡
耕
平
「
日
本
中
世
成
立
期
に
お
け
る
触
穢
観
の
変
容
と
社
会
関
係
」（『
史
学
雑
誌
』

３５

一
一
七
―
一
○　

二
○
○
八
）。
こ
の
論
考
は
中
世
忌
避
意
識
の
通
説
を
批
判
し
た
重
要
な
も

の
と
い
え
る
。

（　

）　

伊
勢
神
宮
と
触
穢
忌
避
に
つ
い
て
論
じ
た
代
表
的
論
考
は
、
中
世
に
つ
い
て
は
西
山
克

３６
『
道
者
と
地
下
人
―
中
世
末
期
の
伊
勢
』（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
七
）、
飯
田
良
一
「
中
世
後
期

伊
勢
神
宮
に
お
け
る
穢
と
不
浄
」（『
西
垣
晴
次
先
生
退
官
記
念
宗
教
史
・
地
方
史
論
纂
』
刀
水

書
房
一
九
九
四
）、
近
世
で
は
塚
本
明
「
近
世
の
伊
勢
神
道
と
朝
廷
」（『
三
重
大
学　

人
文
論

叢
』
一
八　

二
○
○
○
）
が
と
も
に
天
下
触
穢
や
霊
場
と
し
て
の
伊
勢
へ
の
汚
穢
の
侵
入
忌

避
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
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（　

）　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
服
忌
令
」「
文
保
記
」
の
書
誌
情
報
は
『
田
中
穣
氏
旧
蔵
典

３７

籍
古
文
書
目
録
』（
二
○
○
○
）
参
照
。「
服
忌
令
」
の
奥
書
に
は
、「
本
云
、
建
長
二
年
六
月

日
六
波
羅
陸
奥
守
重
時
所
望
之
間
抄
出
之
送
遣
云
々
、
明
法
博
士
中
原
章
職　

徳
治
二
年
八

月
廿
五
日
以
越
中
左
近
蔵
人
橘
邦
博
所
令
進
最
勝
園
寺
禅
門
也
、
修
理
左
宮
城
判
官
正
五
位

下
行
左
衛
門
権
尉
中
原
朝
臣
章
任
」
と
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
が
触
穢
の
精
進
法
が
必
要
と
な
っ

て
六
波
羅
探
題
を
介
し
て
明
法
博
士
中
原
家
か
ら
服
忌
令
と
し
て
取
り
寄
せ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
社
寺
の
服
忌
令
は
伊
勢
神
宮
の
文
保
記
が
初
見
史
料
で
あ
る
か
ら
、
明

法
博
士
の
服
忌
令
が
先
行
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
中
世
の
服
忌
令
の
成
立

過
程
は
別
に
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

（　

）　
「
文
保
記
」『
群
書
類
従
』
所
収
。
藤
井
貞
文
「
文
保
記
」『
群
書
解
題
』。

３８
（　

）　

鎌
田
純
一
「
度
会
常
昌
の
事
績
」（『
中
世
伊
勢
神
道
の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会　

一

３９

九
九
八
）
は
、
文
保
二
年
二
月
の
伊
勢
神
宮
禰
宜
庁
宣
の
署
判
者
に
み
え
る
一
禰
宜
常
良

（
常
昌
と
改
名
）
の
事
績
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
度
会
章
尚
撰
『
文
保
服
忌

令
愚
注
』
の
記
載
や
常
昌
が
一
禰
宜
に
な
っ
て
三
年
目
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
「
常

昌
が
中
心
に
な
り
ま
と
め
た
」
と
す
る
（
二
四
八
頁
）。
し
か
し
、
文
保
二
年
に
「
大
神
宮
参

詣
精
進
条
々
」
の
全
体
像
は
ま
と
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
引
用
典
拠
史
料
か
ら
あ

き
ら
か
で
あ
り
、
常
良
が
編
纂
の
中
心
人
物
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
「
大
神
宮
参
詣
精
進

条
々
」
の
部
分
こ
そ
「
常
昌
の
見
識
、
神
宮
の
古
記
録
を
は
じ
め
当
時
の
諸
所
習
俗
等
に
も

当
た
り
ま
と
め
上
げ
た
」
可
能
性
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（　

）　

百
瀬
今
朝
雄
は
、
弘
安
書
札
礼
が
官
位
の
ほ
か
に
「
家
之
勝
劣
」
と
い
う
家
格
を
加
味
し

４０

て
機
能
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
百
瀬
今
朝
雄
「
弘
安
書
札
礼
の
意
義
」『
弘
安
書
札
礼

の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
二
○
○
○
）。
伊
勢
神
宮
服
忌
令
の
運
用
や
注
釈
書
も
官
法
と
家

法
の
二
つ
の
要
素
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
弘
安
書
札
礼
と
基
本
的
な
性
格
を
共
通
に
し
て

い
た
と
い
え
る
。

（　

）　

歴
博
所
蔵　

高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
８
７
４－

ウ
６
８
「
神
祇
服
紀
令
」
は
江
戸
中
期
の

４１

写
本
と
さ
れ
、「
文
明
第
八
暦
仲
秋
天
日
曜
吉
時　

従
二
位
卜
部
朝
臣
判
」
と
あ
る
。
な
お
、

尊
経
閣
文
庫
所
蔵
本
の
神
祇
服
忌
令
は
文
明
八
年
吉
田
兼
倶
撰
写
本
を
永
正
二
年
持
明
院
基

春
が
転
写
し
、
延
宝
七
年
持
明
院
基
時
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
佐
々
木
創
「『
神

祇
服
紀
令
』
の
創
出
」（『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
三
四
―
二　

二
○
○
二
）
参
照
。

　
　
　

な
お
山
本
幸
司
『
穢
と
大
祓
』（
平
凡
社　

一
九
九
二
）
は
穢
を
神
聖
へ
の
冒
涜
と
し
、
祓

を
罪
へ
の
償
い
と
解
釈
す
る
。
勝
田
至
前
掲
註
（　

）
論
文
は
、
触
穢
の
目
的
を
神
域
や
神

１８

事
を
穢
の
汚
染
か
ら
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
も
の
と
限
定
的
に
理
解
す
る
。
確
か
に
、

天
皇
や
貴
族
層
に
と
っ
て
触
穢
は
神
事
と
の
関
係
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
が
、『
文
保
記
』
に
よ
れ
ば
、
中
世
伊
勢
神
宮
の
神
官
や
地
方
神
主
・
百
姓
ら
に
と
っ

て
触
穢
は
日
常
生
活
や
生
業
と
の
関
係
に
お
い
て
も
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
本

論
で
論
じ
る
通
り
で
あ
る
。
両
氏
の
解
釈
は
、
中
世
精
進
法
の
歴
史
実
態
の
一
部
分
を
論
じ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
。

（　

）　

通
説
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
葬
送
は
三
昧
僧
・
勧
進
聖
・
斎
戒
僧
な
ど
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き

４２

た
と
さ
れ
、「
籠
僧
」
や
「
葬
礼
の
輩
」
と
い
う
葬
送
・
葬
礼
の
専
業
集
団
の
独
自
性
と
重
要

性
に
つ
い
て
は
研
究
が
な
い
。「
葬
礼
の
輩
」
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
堀
一
郎
「
三
昧
聖
と
勧

進
聖
」（『
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
』
二
・
宗
教
史
編　

東
京
創
元
社
一
九
五
三
）、
伊
藤

唯
真
「
三
昧
僧
の
墓
地
開
創
伝
承
」（
竹
田
聴
洲
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
宗
教
の
歴
史
と

民
俗
』
隆
文
社
一
九
七
六
）、
上
別
府
茂
「
三
昧
聖
と
葬
送
」（『
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
』
２

仏
教
民
俗
学　

弘
文
堂
一
九
八
○
）、
三
浦
圭
一
「
中
世
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
和
泉
国

に
お
け
る
賤
民
生
活
の
実
態
」（『
日
本
中
世
賤
民
史
の
研
究
』
部
落
問
題
研
究
所
一
九
九
○
）、

細
川
涼
一
「
中
世
の
法
隆
寺
と
寺
辺
民
衆
」（『
中
世
の
身
分
制
と
非
人
』
日
本
エ
デ
イ
タ
ー

ス
ク
ー
ル
出
版
部
一
九
九
四
）
な
ど
が
主
要
な
論
考
で
あ
る
。
籠
僧
が
平
安
期
に
登
場
し
、

鎌
倉
末
期
に
籠
僧
と
葬
礼
の
輩
に
よ
っ
て
葬
送
が
僧
侶
沙
汰
と
な
っ
た
こ
と
は
拙
論
「
僧
侶

と
葬
送
・
神
事
１
〜
３
」（『
寺
門
興
隆
』
一
二
五
〜
一
二
七　

二
○
○
九
）
で
問
題
提
起
し
た
。

な
お
『
一
遍
聖
絵
』
の
如
一
上
人
葬
送
荼
毘
の
図
を
勧
進
聖
や
三
昧
僧
・
非
人
ら
の
姿
と
解
釈

し
た
最
初
の
研
究
者
が
だ
れ
か
明
瞭
に
し
え
な
か
っ
た
。
五
来
重
「
一
遍
と
高
野
・
熊
野
お
よ

び
踊
念
仏
」（『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集　

第　
　

一
遍
聖
絵
』
角
川
書
店
一
九
七
五
）
の
指

１１

摘
（
解
説　

頁
）
と
、
脇
田
晴
子
前
掲
書　

頁
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
た
。
む
し
ろ
、
私
見
で

３３

２１２

は
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
葬
送
・
葬
礼
と
い
う
職
務
に
従
事
す
る
専
門
者
集
団
が
登
場
し
、

「
籠
僧
」
と
「
葬
礼
輩
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
絵
巻
物
に
も
え
が
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
重
要
だ
と
思
う
。「
籠
僧
」
を
時
衆
・
律
僧
・
禅
僧
や
三
昧
僧
・
勧
進
僧
な
ど
が
つ
と

め
、「
葬
礼
輩
」
に
河
原
者
・
乞
食
・
犬
神
人
・
坂
非
人
・
六
角
堂
非
人
ら
が
地
域
や
時
代
の

実
情
に
応
じ
て
従
事
し
、
生
き
抜
く
た
め
の
生
業
に
し
て
い
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
だ
と
考

え
る
。
中
世
の
葬
送
儀
礼
執
行
の
た
め
に
は
触
穢
禁
制
と
の
関
係
か
ら
「
籠
僧
」
を
必
要
と

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（　

）　
「
一
向
上
人
沙
汰
」（『
伏
見
上
皇
御
中
陰
記
』）
に
つ
い
て
、
石
田
善
人
は
、「
一
向
宗
と
時

４３

衆
が
混
同
さ
れ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
（
同
「
室
町
時
代
の
時
衆
に
つ
い
て
上
・
下
」（『
仏
教

史
学
』　

－

４
・　

－

３
・
４
合
併
号　

一
九
六
二
・
六
三
）。
百
ケ
日
仏
事
の
御
塔
に
つ
い
て

１０

１１

「
一
向
僧
沙
汰
也
」（『
師
守
記
』）
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
伊
藤
唯
真
も
「
一
向
僧
と
は
真

宗
の
こ
と
で
は
な
く
、
時
宗
の
こ
と
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
伊
藤
説
に
つ
い
て
は
、
林

譲
が
「
一
向
」
は
宗
派
の
こ
と
で
は
な
く
、
副
詞
に
読
む
べ
き
だ
と
批
判
し
て
い
る
（
林
譲

「
南
北
朝
期
に
お
け
る
京
都
の
時
衆
の
一
動
向
」（『
日
本
歴
史
』
四
○
三　

一
九
八
一
）。
正

鵠
を
射
た
指
摘
で
あ
る
。
し
か
し
、
林
は
「
全
体
に
わ
た
っ
て
」
上
人
や
僧
衆
が
な
に
を
沙

汰
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。「
一
向
僧
沙
汰
」
と
は
、「
葬
礼
」
の
儀
式
全
般

（
納
棺
・
火
葬
・
土
葬
・
拾
骨
・
分
骨
・
墓
所
造
営
・
墓
所
供
養
）
を
す
べ
て
僧
衆
や
上
人
が

沙
汰
し
、
俗
人
が
関
与
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
る
。
貞
和
四
年
（
一
三
四

八
）
花
園
院
の
「
御
葬
礼
」
が
「
一
向
聖
人
沙
汰
也
」（『
園
太
暦
』）
と
あ
り
、
文
明
二
年
後
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花
園
院
の
「
御
拾
骨
」
を
「
一
向
僧
衆
沙
汰
」（『
親
長
卿
記
』）
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
葬

礼
・
葬
送
に
関
す
る
業
務
で
あ
る
。
中
世
史
料
に
み
え
る
「
葬
礼
」「
葬
送
」
は
「
入
棺
」、

「
火
葬
」
や
「
土
葬
」、「
拾
骨
」「
分
骨
」「
墓
所
」
造
営
と
墓
所
仏
事
ま
で
を
指
す
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
葬
礼
・
葬
送
行
事
は
「
一
向
」
＝
す
べ
て
が
籠
僧
と
葬
礼
輩
＝
僧
衆
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
旧
来
俗
人
の
「
近
習
」
が
入
棺
や
拾
骨
・
墓
所
造
営
な
ど
狭
義
の

葬
送
儀
礼
に
も
関
与
し
て
い
た
社
会
習
慣
が
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え

る
。
籠
僧
は
時
衆
や
律
僧
・
禅
僧
・
真
言
・
天
台
僧
な
ど
宗
派
に
関
係
な
く
つ
と
め
て
い
る
。

中
世
に
籠
僧
と
葬
礼
輩
に
よ
る
葬
送
儀
礼
の
執
行
こ
そ
、「
一
向
僧
沙
汰
」
の
実
態
で
あ
り
、

触
穢
と
精
進
法
を
め
ぐ
る
社
会
習
慣
の
変
遷
を
示
す
も
の
、
と
私
は
考
え
る
。

（　

）　

小
島
鉦
作
「
大
神
宮
法
楽
寺
及
び
大
神
宮
法
楽
舎
の
研
究
」（『
小
島
鉦
作
著
作
集
第
二
巻

４４

伊
勢
神
宮
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
一
九
六
○
）、
歴
博
所
蔵
「
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書

　

四
五
四　

大
神
宮
法
楽
寺
領
文
書
紛
失
記
他
四
通
」

（　

）　
『
宇
槐
雑
抄
』（
群
書
類
従　

雑
事
）
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
四
月
十
四
日
条
に
皇
后
宮

４５

の
高
陽
院
殿
が
乙
穢
に
な
っ
た
と
き
、
左
大
臣
頼
長
が
「
右
依
触
死
穢
、
所
請
如
件
」
と
の

仮
文
を
殿
上
と
外
記
に
提
出
し
て
精
進
生
活
を
送
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

大
山
喬
平
『
前
掲
書
』
四
○
三
頁

４６
（　

）　

横
井
清
『
前
掲
註
（
３
）
書
』
二
七
○
頁
。
高
取
正
男
『
前
掲
註
（
８
）
書
』
一
八
七
頁
。

４７
（　

）　

圭
室
諦
成
「
治
病
宗
教
の
系
譜
」（『
日
本
歴
史
』
一
八
六
、
一
九
六
三
）、
同
「
治
病
宗
教

４８

の
展
開
」（『
駿
台
史
学
』
一
六　

一
九
六
五
）、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
医
療
技
術
と
仏
教
・
神

道
・
陰
陽
道
な
ど
呪
術
・
宗
教
と
が
一
体
化
し
て
い
る
と
い
う
分
析
視
点
を
導
入
し
た
先
駆
的

研
究
と
し
て
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
祖
先
祭
祀
や
孝
を
儒
教
固
有
の
も
の
と
み

る
加
地
伸
行
『
儒
教
と
は
な
に
か
』（
中
公
新
書
一
九
九
〇
）
説
が
あ
る
一
方
、
儒
教
・
仏
教
・

道
教
に
も
共
通
す
る
と
み
る
坂
出
祥
伸
の
説
（
坂
出
隹
伸
「
民
間
信
仰
に
お
け
る
儒
教
と
道

教
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
〇
六　

二
〇
〇
三
）
が
あ
る
。
儒
教
儀
礼
の

浸
透
と
喪
葬
儀
礼
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
今
後
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　

）　

圭
室
諦
成
『
葬
式
仏
教
』（
大
法
輪
閣
一
九
六
三
）。
な
お
、
現
在
の
中
世
寺
院
・
仏
教
史
研

４９

究
か
ら
み
れ
ば
、
葬
式
に
関
与
す
る
僧
侶
は
「
籠
僧
」
な
ど
特
定
の
一
部
で
あ
り
、
大
半
は

経
供
養
や
追
善
法
会
に
関
与
す
る
も
の
が
大
半
で
区
別
が
あ
っ
た
。
中
世
社
会
で
は
、
神
仏

習
合
と
は
別
に
神
仏
分
離
の
原
理
も
機
能
し
て
い
た
た
め
、
葬
送
仏
事
に
関
与
し
な
い
清
僧

の
存
在
が
よ
り
大
き
な
比
重
を
も
っ
て
お
り
、
葬
式
仏
教
の
概
念
は
中
世
仏
教
社
会
で
は
不

適
当
な
も
の
で
あ
り
、
近
世
仏
教
に
即
し
て
再
度
概
念
規
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（　

）　

勝
田
至
『
死
者
た
ち
の
中
世
』（
吉
川
弘
文
館
二
○
○
三　

二
八
頁
）。
同
「
中
世
民
衆
の

５０

募
制
と
死
穢
」（『
史
林
』
七
○
―
三　

一
九
八
七
）
参
照
。

（　

）　

九
相
詩
絵
巻
に
つ
い
て
は
、『
日
本
絵
巻
大
成
』
所
収
の
「
九
相
詩
絵
巻
」
は
「
も
と
比
叡

５１

山
寂
光
院
に
伝
来
し
た
も
の
」
と
す
る
の
み
で
、
所
蔵
・
伝
来
関
係
は
不
明
で
あ
り
、
中
村
渓

男
「
九
相
詩
絵
巻
の
成
立
」（『
日
本
絵
巻
大
成
』
７
中
央
公
論
社
一
九
七
七
）
は
、「
人
間
の

死
体
の
リ
ア
ル
な
描
写
で
あ
っ
て
、
顰
蹙
や
威
圧
感
や
嫌
悪
感
を
抱
か
せ
る
」
と
指
摘
し
、

「
鎌
倉
中
期
を
代
表
す
る
重
要
な
絵
巻
」
と
す
る
。
こ
の
た
め
「
九
相
詩
絵
巻
」
は
奇
観
本
で

古
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
地
方
寺
社
を
史
料
調
査
す
れ
ば
九
相
詩
絵
は
江

戸
時
代
の
も
の
を
中
心
に
数
多
く
所
在
す
る
。
私
も
、「
人
の
屍
が
膨
張
し
風
や
陽
に
よ
っ
て

変
色
し
形
が
壊
れ
血
を
染
め
腐
敗
し
鳥
や
獣
が
つ
い
ば
み
骨
頭
手
足
散
乱
し
白
骨
と
な
り
灰

土
に
ま
る
ま
で
に
死
体
は
九
相
に
変
化
す
る
。
こ
の
死
体
九
変
化
の
認
識
は
一
遍
の
み
な
ら

ず
一
般
の
中
世
人
が
野
辺
原
の
風
葬
で
日
常
的
に
目
に
す
る
光
景
で
あ
っ
た
」（
拙
論
「
一
遍

の
死
生
観
」『
中
世
寺
院
と
民
衆
』（
前
掲
註
（
２
）
書
二
九
五
頁
）
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ

る
。
中
村
の
指
摘
は
九
相
詩
絵
巻
を
み
た
現
代
人
の
抱
く
感
覚
で
あ
っ
て
、
中
世
人
は
墓
所

や
葬
所
で
見
慣
れ
た
風
景
で
あ
っ
た
と
い
え
、
中
世
人
の
抱
い
た
感
覚
の
解
明
は
歴
史
学
の

研
究
課
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
蓮
如
の
御
文
「
白
骨
の
章
」
を
含
め
中
世
人
は
火
葬
で
も

土
葬
で
も
遺
骨
を
取
り
出
し
て
拾
骨
・
分
骨
し
て
い
る
文
献
史
料
が
多
い
。
白
骨
と
舎
利
と
一

緒
に
納
骨
す
る
事
例
も
多
く
、
中
世
人
の
遺
骨
観
に
つ
い
て
の
研
究
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

な
お
、
近
年
山
本
聡
美
・
西
山
美
香
編
『
九
相
図
資
料
集
成
』（
岩
田
書
院
二
○
○
九
）
が
刊

行
さ
れ
、
九
相
詩
絵
が
広
く
世
間
に
流
布
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
う
や
く
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。

（　

）　
『
北
野
社
家
日
記
』
延
徳
二
年
三
月
二
十
一
日
条
。
拙
著
前
掲
註
（
２
）
書
三
○
頁

５２
（　

）　

大
覚
寺
文
書
、『
中
世
政
治
社
会
思
想
』（
日
本
思
想
体
系　

岩
波
書
店
一
九
八
一　

一
九

５３

六
頁
）
所
収
。

（　

）　

鶴
林
寺
文
書
の
原
本
調
査
に
よ
る
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
展
示
図
録
『
中
世
寺
院
の
姿

５４

と
く
ら
し
』（
二
○
○
二　

一
二
二
頁
）
参
照
。
拙
論
「
今
に
い
た
る
中
世
寺
院
僧
侶
の
実
像

６
」（『
寺
門
興
隆
』　

　

二
○
○
五
・
二
月
号
）

７５

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
〇
九
年
七
月
一
五
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
三
日
審
査
終
了
）
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This article looks at how magic and religion in the pre-modern age regulated occupations and technology, 

moves of authority, and moreover, common people’s lives through the ways in which shokue, touching impurity, 

and shojin-ho existed during that period. Then, from a demonstrative point of view, it criticizes the generally ac-

cepted theory of government control over the impurity conception and the view whereby sacred space was main-

tained for emperors, the imperial palace and the Ise Shrine and eta, kiyome and kawaramono built up “impurities 

that could not be eradicated even through bukki, mourning or misogiharae, a form of Shinto purification.” In this 

article, I have pointed out historical evidence that shokue repeatedly occurred at the imperial palace in the Mu-

romachi Period and that emperors carried out shiho-hai, Prayer to the Four Quarters （a Japanese imperial New 

Year’s ceremony） and mainichi-hai, everyday prayer, as political operations even when they were impure under 

the excuse that these were not Shinto rituals. Whenever a joko （a retired emperor） or kokubo （an empress dowa-

ger）, the genealogical father or mother, passed away, a humble hermitage called Iro was made to retreat in 

mourning for fourteen days. I reveal that this was a magic ritual designed to lustrate the impurity of death 

through misogi and harae, forms of Shinto purification. As such, I have pointed out that the medieval emperors 

and their palace were in a world where impurity and purity co-existed.

Secondly, I have examined the historical papers of “Bunpo-ki,” which is regarded as the first bukki ordinance 

by the Ise Shrine, and point out that this was a collection of individual shojin-ho cases on how Shinto priests and 

common people in the Tokai area dealt with shokue. I have unfolded that through folk wisdom in the area in order 

to carry on occupations on a preferential basis, periods of monoimi, fasting, and kinki, taboo, were reduced, and 

an order that “a person who cleans dead cows and horses must not hesitate after the period of impurity” created, 

Additionally, social thought existed that the impurities of discriminated people could also be dissolved and eradi-

cated.

Thirdly, lower class people in the Tokai area between the end of the Kamakura Period and the Northern and 

Southern Courts Period recused themselves from funerals of dead people, and carried out a unique way of bury-

ing by abandoning a corpse called “nosute” and “hayagake” “in a bid to avoid shokue.” This was because of “suspi-

cion of death” in medieval society and people took this action in the hope of resurrection. I have pointed out that 

nosute and hayagake were folk wisdom of the lower classes based on a rational intellectual system.

I have indicated that while medieval emperors and their palaces functioned within the frame of the shokue prin-

ciple, regional folk wisdom made the shokue principle relative and prioritized occupations activities for survival.

Key words: shokue in the imperial palace, ritual of Iro, suspicion of death, nosute, hayagake, folk wisdom
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