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第
7
回

因
幡
薬
師
と
鉄
輪
井

■

因
幡
薬
師
の
不
明
門

今
回
は
、
町
名
看
板
「
万
寿
寺
通
不
明
門
東
入
大
堀
町
」
1©
か
ら
出
発

し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
看
板
の
「
不
明
門
」
を
「
あ
け
ず
」
と
は
、
な
ま
な
か

で
は
読
め
ま
せ
ん
ね
。「
　ず不
レ　
　あ
ケ明　
」
と
い
う
よ
う
に
レ
点
が
つ
い
て
、
し
か
も

「
門
」
は
読
ま
な
い
の
で
す
か
ら
、
京
都
の
難
読
地
名
の
中
で
も
上
位
に
き

ま
す
。　ま

ん
じ
ゅ
じ
ど
お
り

萬
壽
寺
通　

　あ

け

ず

不
明
門　
　ひ
が
し
い
る

東
入　

　お
お
ぼ
り
ち
ょ
う

大
堀
町　
1©

　あ
け
ず
ど
お
り

不
明
門
通　
は
、
大
通
り
の
烏
丸
通
の
一
筋
東
。
前
に
述
べ
た
天
正
の
地
割

で
、
烏
丸
小
路
と
東
洞
院
大
路
の
間
に
新
設
さ
れ
た
通
り
で
す
。
こ
の
通
り

の
北
の
突
き
当
た
り
が
　い
な
ば
や
く
し

因
幡
薬
師　
（
因
幡
堂
）
　び
ょ
う
ど
う
じ

平
等
寺　
で
、
そ
の
門
が
い
つ

も
閉
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
と
は
い
っ
て
も
、
正
面
の
南

門
が
い
つ
も
閉
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
町
堂
（
町
衆
が
会
合
の
と
き
に

使
っ
て
い
た
お
堂
）
と
し
て
は
考
え
に
く
い
。
多
分
、
な
に
か
の
騒
擾
の

仁
丹
町
名
看
板
の
所
在
（
東
洞
院
通
の
高
辻
か
ら
五
条
ま
で
）

と
き
に
、
南
門
を
閉
め
て
長
期
間
立
て
こ
も
っ
て
因
幡
堂
を
守
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

写
真
に
示
す
よ
う
に
、
今
は
、
開
か
ず
の
門
は
な
く
、
南
か
ら
、
因
幡
薬

師
（
烏
丸
松
原
上
ル
東
入
因
幡
堂
町
）
に
参
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い

え
ば
、
東
寺
に
も
「
　あ
か
ず
の
も
ん

不
開
門　
」
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
、
足
利

尊
氏
が
新
田
義
貞
と
戦
っ
た
と
き
に
閉
め
て
難
を
逃
れ
て
以
来
、
開
い
て
い

な
い
そ
う
で
す
。
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烏
丸

•　小
路
と
東
洞
院

•　大
路
と
い
う
と
、
今
は
、
烏
丸
通
の
ほ
う

が
東
洞
院
通
よ
り
も
道
幅
が
広
い
の
で
、
奇
異
に
感
じ
ま
す
が
、

平
安
京
で
は
、
烏
丸
小
路
は
幅
四
丈
（
約
十
二
メ
ー
ト
ル
）
に
対

し
東
洞
院
大
路
は
幅
八
丈
（
約
二
四
メ
ー
ト
ル
）
で
す
。
ち
な
み

に
現
在
の
烏
丸
通
の
道
幅
は
、
約
三
十
メ
ー
ト
ル
。
道
幅
だ
け
か

ら
み
て
も
、
平
安
京
の
都
市
計
画
の
壮
大
さ
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

現
在
の
因
幡
薬
師
は
、
京
都
市
街
の
寺
院
と
し
て
は
、
中
規
模
の
境
内

で
す
が
、
往
時
は
、
多
く
の
堂
宇
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。
本
シ
リ
ー
ズ
第

1
回
で
、『
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
の
一
部
を
引
用
し
ま
し
た
が
（
図

1
・
1
）、
そ
の
中
で
も
大
き
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。

『
都
名
所
図
会
』
に
は
、
往
時
の
広
壮
な
境
内
の
鳥
瞰
図
が
載
っ
て
い
ま

す
の
で
、
引
用
し
ま
す
。
こ
の
図
の
左
翼
、
左
下
隅
の
橋
の
た
も
と
に
「
五

条
三
位
俊
成
の
社
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
大
体
の
位
置
関
係
が
わ
か
り
ま

す
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
水
路
は
現
在
は
な
い
の
で
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
五

条
通
（
現
在
の
松
原
通
）
を
東
西
に
流
れ
る
溝
川
か
、
周
囲
の
堀
で
し
ょ
う
。

引
用
し
た
図
を
仔
細
に
見
る
と
、
境
内
の
建
物
に
名
札
が
つ
い
て
い
ま

す
。
本
堂
の
周
り
に
は
、
鎮
守
の
十
九
所
社
（
図
右
翼
の
右
下
）、
観
音
堂

（
図
右
翼
の
右
下
に
愛
染
、
弘
法
の
囲
み
文
字
と
と
も
に
）、
　
し
ゅ
ぎ
ょ
う
や
く
お
う
い
ん

執
行
薬
王
院　

（
図
右
翼
の
右
上
、
大
黒
天
と
と
も
に
）、
　
や
な
ぎ
柳　
の
坊
（
図
右
翼
の
左
上
、
秋

葉
、
稲
荷
、
氷
室
、
虚
空
蔵
と
と
も
に
）、
　も
も桃　
の
坊
（
図
右
翼
の
上
中
央
）、

西
の
坊
（
図
左
翼
の
右
上
、
金
昆
羅
と
と
も
に
）、
　け
い
ほ
う
い
ん

桂
芳
院　
（
図
左
翼
中
央

因
幡
薬
師
（
因
幡
堂
）
平
等
寺
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だ
が
表
示
な
し
、
不
動
、
役
行
者
の
と
こ
ろ
）、
　ち
ょ
う
は
く
じ

長
伯
寺　
（
図
左
翼
中
央
）、

　こ
ん
れ
ん
じ

金
蓮
寺　
（
図
左
翼
中
央
だ
が
表
示
な
し
、
阿
弥
陀
、
妙
見
と
あ
る
と
こ
ろ
）、

　す
み角　
の
坊
（
図
左
翼
中
央
、
稲
荷
と
と
も
に
）
が
立
ち
並
ん
で
い
る
様
子
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。

■

国
宝
『
因
幡
堂
縁
起
』

因
幡
薬
師
の
創
建
に
つ
い
て
は
、『
因
幡
堂
縁
起
』（
国
宝
、
現
在
国
立

東
京
博
物
館
蔵
）
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
要
約
し
た
駒
札
に
よ
る
と
、

「
長
徳
三
年
〔
九
九
七
〕
因
幡
国
司
橘
行
平
が
、
任
期
終
了
後
、
京
都
に
帰

ろ
う
と
し
て
い
た
と
き
に
重
い
病
に
か
か
っ
た
。
夢
の
お
告
げ
に
よ
り
因
幡

　か

ろ

つ

賀
露
津　
の
沖
か
ら
一
体
の
薬
師
如
来
を
引
き
上
げ
て
、
仮
堂
に
安
置
し
た
と

こ
ろ
、
行
平
の
病
は
平
癒
し
、
京
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。
帰
洛
後
、
失
念

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
長
保
五
年
〔
一
〇
〇
三
年
〕
に
、
夢
に
薬
師
の
化
身
の

僧
が
現
れ
、
京
に
来
た
こ
と
を
告
げ
た
。
目
が
覚
め
て
、
門
を
あ
け
る
と
、

飛
来
し
た
薬
師
像
が
そ
こ
に
た
た
ず
ん
で
い
た
。
驚
い
て
、
自
宅
を
改
造

し
、
碁
盤
を
台
座
に
し
て
祭
っ
た
。
こ
れ
が
因
幡
堂
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

承
安
元
年
〔
一
一
七
一
年
〕
に
高
倉
天
皇
に
よ
り
平
等
寺
と
命
名
さ
れ
た
」

と
。
現
在
の
堂
宇
は
、
明
治
初
年
の
再
建
。
本
尊
の
薬
師
如
来
立
像
は
、
藤

原
時
代
の
一
木
作
り
の
優
品
で
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
常

は
、
非
公
開
。
こ
の
薬
師
如
来
立
像
は
、『
都
名
所
図
会
』
の
記
載
に
よ
れ

ば
、
当
時
か
ら
、
信
濃
善
光
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
、
嵯
峨
清
涼
寺
の
釈
迦
如

来
像
と
と
も
に
日
本
三
如
来
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

『
都
名
所
図
会
』
巻
之
二
因
幡
薬
師
の
図
。

（
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
「
平
安
京
都
名
所
図
会
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

よ
り
引
用
）
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■

江
戸
笑
話
と
因
幡
薬
師

本
尊
薬
師
如
来
立
像
が
碁
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
は
、
京
都
に
飛
ん
で

き
た
と
き
に
、
因
幡
に
台
座
を
置
い
て
き
た
の
で
、
因
幡
堂
を
建
て
る
と
き

に
、
碁
盤
で
代
用
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て

の
、
笑
話
。

に
は
か
　だ
う
し
ん

道
心　
起
し
、
　し
ん新　
佛
一
　た
い體　
の
ぞ
み
て
、
佛
　し師　
所
へ
行
、
　だ
い
ざ

大
座　

　ご
く
は
う

後
光　
の
せ
ん
さ
く
申
折
ふ
し
、「
そ
れ
に
付
、
京
の
　い
な
ば
だ
う

因
幡
堂　
の
　ほ
ん
ぞ
ん

本
尊　

　や
く
し

藥
師　
如
來
は
　ご
ば
ん

碁
盤　
に
　の乘　
ら
せ
給
ふ
が
、
あ
れ
は
め
づ
ら
し
き
大
座

に
て
侍
る
。
何
と
　い
は謂　
れ
の
有
事
か
」
と
い
へ
ば
、「
成
程
い
は
れ

も
あ
り
、
　
も
つ
と
も
な
る

尤
成　
事
な
り
」
と
い
ふ
。「
其
　し
さ
い

子
細　
は
」「
あ
の
い
な
ば

堂
は
　し
て
う

四
町　
に
か
ゝ
つ
た
」
と
い
ふ
。

『
軽
口
露
が
は
な
し
』
巻
の
四
・
十
一
「
　し
ん
ぶ
つ

新
佛　
一
　た
い體　
の
　
の
ぞ
み望　
」

『
江
戸
笑
話
集
』
小
高
敏
郎
校
注
、

日
本
古
典
文
学
大
系
100
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六

「
大
座
」
は
「
台
座
」
の
当
て
字
。「
因
幡
堂
の
本
尊
因
幡
薬
師
が
な
ぜ
碁
盤

の
上
に
乗
っ
て
い
る
の
か
」
の
問
い
に
、「
因
幡
薬
師
は
因
幡
で
は
網
に
か

か
り
、
京
の
因
幡
堂
で
は
し
ち
ょ
う
（
征
）
に
か
か
っ
た
の
だ
」
と
。
そ
の

こ
こ
ろ
は
、「
因
幡
堂
の
境
内
は
　し
ち
ょ
う

四
町　
に
か
か
る
ほ
ど
広
い
の
で
、
本
尊
も
、

碁
盤
の
う
え
で
　
し
ち
ょ
う
征　
に
か
か
っ
た
の
だ
」
と
い
う
洒
落
で
す
。
笑
話
と
し
て
通

用
す
る
ほ
ど
、
因
幡
薬
師
が
庶
民
の
あ
い
だ
に
浸
透
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
、
囲
碁
用
語
の
「
　
し
ち
ょ
う
征　
」
は
、
説
明
が
む
ず
か
し
い
。
わ
た
し
な

り
に
説
明
を
こ
こ
ろ
み
る
と
、「
相
手
の
石
を
あ
と
一
手
ま
で
追
い
込
ん
だ

状
態
（「
あ
た
り
」）
の
う
ち
、
相
手
方
が
逃
げ
て
も
、「
あ
た
り
」
を
続
け

て
碁
盤
の
端
ま
で
追
い
か
け
る
こ
と
が
で
き
、
結
果
的
に
取
っ
て
し
ま
え
る

場
合
。
相
手
が
二
手
連
続
で
着
手
し
な
い
か
ぎ
り
、
取
り
き
っ
て
い
る
と
み

な
し
て
も
よ
い
状
態
」
と
な
り
ま
す
。
囲
碁
を
か
じ
っ
て
い
な
い
と
、
ど
う

説
明
し
て
も
わ
か
り
に
く
い
で
す
ね
。

因
幡
薬
師
は
秘
仏
で
、
実
際
に
見
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
非
常
持

ち
出
し
の
た
め
、
頭
に
座
布
団
を
被
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
も
、
　ま
ち
な
か

街
中　

で
何
度
も
火
災
に
あ
っ
た
寺
院
な
ら
で
は
の
工
夫
で
す
。
そ
れ
だ
け
、
町
衆

が
こ
の
尊
像
を
大
切
に
し
て
き
た
　
あ
か
し証　
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
も
う
一
つ
、
因
幡

薬
師
の
笑
い
話
。

「
因
幡
堂
の
薬
師
さ
ん
は
、
な
ぜ
碁
盤
の
上
に
乗
っ
て
い
る

の
か
。」

「
閻
魔
さ
ん
と
囲
碁
を
打
っ
て
、
負
け
た
の
で
、
腹
い
せ
に
盤

面
を
崩
し
た
の
さ
。」

「
な
ぜ
、
そ
ん
な
こ
と
が
わ
か
る
。」

「
頭
に
座
布
団
を
か
ぶ
っ
て
い
る
の
が
、
そ
の
証
拠
。
閻
魔
さ

ん
の
　
し
ゃ
く
笏　
で
打
た
れ
る
の
が
怖
く
て
、
急
い
で
座
布
団
を
か
ぶ
っ
た

の
さ
。」

こ
の
笑
話
の
出
典
は
、
　
つ
ま
び
詳　
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
ま
た
ま
、
わ
た
く
し
め

の
　ひ
き
だ
し

抽
斗　
の
中
か
ら
で
て
き
た
書
物
（
題
名
不
詳
、
著
者
の
名
は
、
　
さ
う
ち
ゆ
う
さ
い

艸
蟲
齋　
　た多　

　じ
ふ什　
と
　
か
す
か
幽　
に
読
め
る
）
に
載
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
笑
話
で
「
腹
い
せ
」
な

ど
と
失
礼
な
こ
と
を
申
し
あ
げ
ま
し
た
が
、
と
く
に
薬
師
さ
ん
に
は
作
者
に

な
り
代
わ
り
お
わ
び
も
う
し
あ
げ
ま
す
。



91 ■ 祇園祭・保昌山

■

狂
言
と
因
幡
薬
師

因
幡
堂
あ
る
い
は
因
幡
薬
師
は
、
今
日
の
規
模
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
く

ら
い
に
、
狂
言
の
題
材
と
し
て
多
数
出
て
ま
い
り
ま
す
。
因
幡
堂
が
、
狂

言
の
興
行
場
所
に
な
る
な
ど
の
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

ま
す
。
二
〇
〇
三
年
、
因
幡
薬
師
で
千
年
祭
が
あ
り
、
狂
言
の
『
因
幡
堂
』

と
『
鬼
瓦
』
が
茂
山
一
門
に
よ
り
上
演
さ
れ
ま
し
た
。『
狂
言
記
』〔
橋
本
朝

生
、
土
井
洋
一
校
注
、
新
日
本
文
学
大
系
五
八
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
〕

に
、
こ
れ
ら
の
狂
言
の
概
要
が
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介

し
ま
す
。

狂
言
『
因
幡
堂
』〔
同
書
所
載
『
新
版
絵
入
狂
言
記
・
外
五
十
番
』
一
・

八
〕。
大
酒
の
み
の
女
房
を
も
っ
た
男
が
、
離
縁
し
て
女
房
を
実
家
に
帰
し

ま
す
。「
女
房
の
事
を
通
夜
し
て
御
夢
想
次
第
に
持
ち
ま
せ
う
」
と
、
新
し

い
妻
を
得
よ
う
と
因
幡
堂
の
薬
師
に
願
掛
け
に
ゆ
き
ま
す
。
こ
れ
を
聞
き
伝

え
た
女
房
は
、
因
幡
の
薬
師
に
な
り
す
ま
し
、「
や
い
や
い
、
　さ
い
も
ん

西
門　
に
立
つ

た
を
女
房
に
　も持　
て
よ
」
と
お
告
げ
。
西
門
に
み
た
て
た
橋
掛
か
り
へ
先
回
り

し
て
、
　か
ず
き

被
衣　
を
か
ぶ
っ
て
待
つ
妻
。
男
は
古
女
房
と
は
知
ら
ず
、
背
負
っ
て

宿
所
（
舞
台
）
へ
同
行
。
男
「
こ
こ
で
ご
ざ
る
、
下
り
て
そ
の
　か
づ
き

被
衣　
を
取
ら

れ
ま
ら
せ
い
」。
女
房
「
い
や
ま
づ
さ
か
づ
き
事
を
し
ま
せ
う
」。
祝
言
の
席

で
、
新
妻
も
大
酒
飲
み
。
被
衣
を
は
ぐ
と
、
も
と
の
女
房
。
男
は
「
ま
づ
談

合
し
て
か
ら
」
と
逃
げ
腰
。
女
房
は
「
や
る
ま
い
ぞ
、
や
る
ま
い
ぞ
」
と
追

い
か
け
る
と
い
う
筋
。

狂
言
『
鬼
瓦
』〔
同
書
所
載
『
新
版
絵
入
狂
言
記
・
外
五
十
番
』
三
・
九
〕。

訴
訟
に
勝
っ
て
国
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
大
名
。
　く
わ
じ
や

冠
者　
を
呼
び
、「
つ
ね
づ

ね
因
幡
堂
を
　し
ん信　
じ
て
　あ
る有　
に
よ
り
、
御
　り
し
や
う

利
生　
と
　
ぞ
ん
ず存　
る
、
御
　
い
と
ま
ご
い

暇
乞　
に
参
詣
し
て
か

ら
下
ら
ふ
と
思
ふ
、
供
　い
た致　
せ
」。
冠
者
を
供
に
因
幡
堂
に
お
参
り
に
で
か
け
、

こ
の
よ
う
な
堂
を
国
に
も
建
て
た
い
と
、
仔
細
に
造
作
を
見
ま
す
。
鬼
瓦

が
目
に
と
ま
っ
て
、
大
名
「
あ
の
屋
根
の
　か
ど角　
に
あ
る
も
の
は
何
じ
や
」。
冠

者
「
　
お
に
が
は
ら

鬼
瓦　
と
申
物
で
御
ざ
る
、
見
事
に
　い
た致　
し
て
御
ざ
る
、
殿
様
は
な
ぜ
　な泣　
か

し
ら
る
る
ぞ
」。
大
名
「
　
お
に
が
は
ら

鬼
瓦　
は
そ
の
ま
ま
女
房
共
の
顔
じ
や
、
そ
れ
で
泣

く
」。
冠
者
「
み
ま
す
れ
ば
、
　お御　
　な
い内　
　ぎ義　
　さ
ま様　
に
よ
く
　に似　
せ
て
御
ざ
る
」。
見
れ
ば

見
る
ほ
ど
、
国
許
に
待
つ
妻
に
似
て
い
る
の
で
、
思
い
だ
し
て
ひ
と
し
き
り

泣
い
た
あ
と
、
大
名
「
　く
わ
じ
や

冠
者　
、
よ
い
　し
あ
は
せ

仕
合　
で
国
へ
帰
る
、
　め
で
た
い

目
出
度　
、
泣
く
所

で
は
な
い
、
め
で
た
ふ
　わ
ら笑　
ふ
て
下
向
　い
た致　
さ
う
」
と
最
後
は
二
人
で
笑
っ
て
終

わ
る
と
い
う
あ
ら
す
じ
で
す
。

そ
う
い
え
ば
、
　や
く
よ
け

厄
除　
　ほ
う
よ
け

方
除　
に
、
因
幡
堂
鬼
瓦
の
レ
プ
リ
カ
を
売
っ
て
お
り

ま
し
た
。
単
身
赴
任
の
お
父
さ
ん
に
ぴ
っ
た
り
の
グ
ッ
ズ
で
す
。

因
幡
堂
鬼
瓦

■

祇
園
祭
・
保
昌
山

因
幡
薬
師
の
門
前
に
銭
湯
「
薬
師
湯
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
路
地
を
東

へ
抜
け
る
と
　
ひ
が
し
の
と
う
い
ん

東
洞
院　
通
。
こ
の
場
所
に
、
祇
園
祭
の
と
き
に
、「
　
ほ
う
し
ょ
う
や
ま

保
昌
山　
」
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（
東
洞
院
通
高
辻
下
ル
燈
籠
町
）
が
建
ち
ま
す
。
平
井
　や
す
ま
さ

保
昌　
（
藤
原
保
昌
）
の

　は
な
ぬ
す
び
と

花
盗
人　
の
伝
説
に
ち
な
む
も
の
。
当
初
は
「
花
盗
人
山
」
と
い
わ
れ
て
い
た

ら
し
い
。
前
懸
と
胴
懸
の
図
柄
は
、
円
山
応
挙
の
下
絵
に
よ
る
も
の
。
円
山

応
挙
の
下
絵
も
屏
風
に
仕
立
て
て
残
っ
て
い
ま
す
。
保
昌
山
の
会
所
は
、
享

保
十
九
年
〔
一
七
三
四
年
〕
に
現
在
の
敷
地
に
置
か
れ
、
建
物
は
、
明
治
三

年
〔
一
八
七
〇
年
〕
の
造
営
。
祇
園
祭
の
町
会
所
と
し
て
古
い
姿
を
残
し
て

い
て
貴
重
な
の
で
、
京
都
市
指
定
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

保
昌
山
の
由
来
に
な
っ
た
保
昌
の
伝
説
は
、「
恋
す
る
女
房
に
頼
ま
れ
て

御
所
の
梅
の
枝
を
折
り
、
警
備
の
武
士
に
、
矢
で
髪
を
射
抜
か
れ
た
」
と
い

う
も
の
で
す
。
こ
の
女
房
が
、
和
泉
式
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、

保
昌
山
の
由
来
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
伝
承
に
ち
な
ん
で
、
保

昌
山
で
は
、
宵
山
の
と
き
に
「
縁
結
び
・
盗
難
除
け
」
の
護
符
を
配
布
し
て

い
ま
す
。

平
井
保
昌
（
藤
原
保
昌
）〔
九
五
八
〜
一
〇
三
六
〕
は
、
和
泉
式
部
の
最

後
の
夫
。
平
井
の
姓
は
、
摂
津
国
平
井
に
住
ん
だ
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
保
昌

が
丹
波
の
国
に
国
司
と
な
っ
た
と
き
に
和
泉
式
部
も
一
緒
に
赴
任
し
て
い
ま

す
。
和
泉
式
部
の
娘
　こ
し
き
ぶ
の

小
式
部　
　な
い
じ

内
侍　
（
最
初
の
夫
橘
道
貞
と
の
間
の
子
）
に
関

す
る
出
来
事
と
し
て
、『
金
葉
和
歌
集
』
に
は
、
詳
し
い
詞
書
と
と
も
に
、
百

人
一
首
に
も
採
ら
れ
た
歌
が
載
っ
て
い
ま
す
。

和
泉
式
部
保
昌
に
ぐ
し
て
丹
後
国
に
侍
り
け
る
こ
ろ
、
都
に
歌
合

の
あ
り
け
る
に
、
小
式
部
内
侍
歌
よ
み
に
と
ら
れ
て
侍
り
け
る

を
、
中
納
言
定
頼
つ
ぼ
ね
の
か
た
に
ま
う
で
き
て
、
歌
は
い
か

ゞ
さ
せ
給
、
丹
後
へ
人
は
つ
か
は
し
て
け
ん
や
、
つ
か
ひ
も
う

で
こ
ず
や
、
い
か
に
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら
ん
な
ど
、
た
は
ぶ

れ
て
立
け
る
を
ひ
き
と
ゞ
め
て
よ
め
る
。

小
式
部
内
侍

大
江
山
い
く
野
の
道
の
遠
け
れ
ば

ま
だ
ふ
み
も
み
ず
天
の
橋
立

金
葉
和
歌
集
巻
第
九
・
雑
部
上
・
五
五
〇

定
頼
が
、「
丹
後
に
い
る
母
の
和
泉
式
部
に
手
紙
を
書
い
て
、
教
え
て
も
ら

わ
な
け
れ
ば
、
ろ
く
な
歌
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
　や

ゆ

揶
揄　
し
た
の
に
対
し

て
、
こ
の
歌
を
即
座
に
詠
ん
で
、
み
ご
と
に
一
本
取
っ
た
と
い
う
話
。
こ
の

挿
話
は
、『
十
訓
抄
』〔
作
者
不
詳
、
一
二
五
二
刊
。
浅
見
和
彦
校
註
訳
、
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
一
、
小
学
館
、
一
九
九
七
〕
の
第
三
「
人
倫
を
侮

ら
ざ
る
事
」（
第
三
ノ
一
）
の
な
か
に
引
用
さ
れ
て
、「
軽
々
し
く
他
人
を
馬

鹿
に
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
教
訓
話
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、「
歌
よ
み
に
と
ら
れ
て
　は
べ侍　
り
け
る
」
と
い
う
の
は
、「
　
う
た
あ
わ
せ

歌
合　
の

歌
人
と
し
て
選
ば
れ
た
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
。「
と
る
」
と
い
う
日
本
語

は
　く
せ
も
の

曲
者　
。「
取
る
」、「
採
る
」、「
撮
る
」、「
盗
る
」、「
捕
る
」、「
執
る
」、「
摂

る
」、「
録
る
」
な
ど
と
漢
字
を
当
て
は
め
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
前
後
の
関

係
で
意
味
が
さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、「
採
る
」
と
す
る

と
こ
ろ
で
す
。

保
昌
と
和
泉
式
部
と
の
関
係
で
い
え
ば
、『
詞
歌
和
歌
集
』
に
次
の
よ
う

な
歌
が
残
っ
て
い
ま
す
。

保
昌
に
わ
す
ら
れ
て
侍
け
る
こ
ろ
、
兼
房
朝
臣
の
と
ひ
て
侍
り
け
れ

ば
よ
め
る

和
泉
式
部

人
し
れ
ず
物
お
も
ふ
こ
と
は
な
ら
ひ
に
き

花
に
わ
か
れ
ぬ
春
し
な
け
れ
ば

詞
歌
和
歌
集
巻
第
九
・
雑
上
・
三
一
二
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「
訪
れ
の
な
い
の
は
も
う
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
、
言
い
寄
っ

て
き
た
兼
房
朝
臣
を
や
ん
わ
り
と
断
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、『
後
拾
遺
和

歌
集
』
に
は
、
貴
船
神
社
に
参
り
、
憂
鬱
な
心
境
を
蛍
に
託
し
た
歌
が
採
ら

れ
て
い
ま
す
。

男
に
わ
す
ら
れ
て
侍
け
る
こ
ろ
、
貴
ぶ
ね
に
ま
い
り
て
、
み
た
ら
し

河
に
蛍
の
と
び
侍
け
る
を
み
て
よ
め
る

和
泉
式
部

物
思
へ
ば
さ
は
の
ほ
た
る
も
わ
が
身
よ
り

あ
く
が
れ
　い
ず出　
る
玉
か
と
ぞ
み
る

後
拾
遺
和
歌
集
巻
第
二
十
・
神
祇
雑
六
・
一
一
六
二

御
返
し

お
く
山
に
た
ぎ
り
て
落
る
滝
つ
瀬
の

玉
ち
る
ば
か
り
も
の
な
思
ひ
そ

こ
の
歌
は
き
ぶ
ね
の
明
神
の
御
返
し
な
り
。
男
の
声
に
て
和
泉
式
部

が
耳
に
聞
こ
え
け
る
と
な
ん
い
ひ
つ
た
え
た
る
。

後
拾
遺
和
歌
集
巻
第
二
十
・
神
祇
雑
六
・
一
一
六
三

和
泉
式
部
が
貴
船
神
社
に
詣
で
た
話
に
尾
ひ
れ
が
つ
い
て
、『
沙
石
集
』

〔
無
住
、
一
三
二
七
年
頃
成
立
。
小
島
孝
之
校
註
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
五
二
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
〕
巻
第
十
末
ノ
十
二
で
は
、
保
昌
の
寵
を

取
り
戻
す
た
め
に
、
巫
女
に
「
　
き
や
う
あ
い

敬
愛　
の
祭
り
」（
密
教
の
五
種
壇
法
の
一
つ

で
、
親
子
・
兄
弟
・
夫
婦
の
和
合
を
祈
る
修
法
。
た
だ
し
、
巫
女
が
お
こ

な
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
民
間
呪
術
）
を
し
て
も
ら
う
と
こ
ろ
を
保

昌
が
木
陰
に
隠
れ
て
見
る
と
い
う
話
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
巫
女
が
「
鼓
を

打
ち
、
前
を
　か掻　
き
上
げ
て
　た
た叩　
き
て
、
三
度
廻
り
て
、」
こ
の
よ
う
に
し
な
さ

い
と
言
っ
た
が
、
和
泉
式
部
が
あ
ま
り
に
恥
ず
か
し
い
の
で
躊
躇
し
た
と
こ

ろ
を
、
保
昌
が
見
て
、
い
じ
ら
し
い
と
思
い
、
よ
り
を
戻
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
下
品
な
説
話
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
杓
子
定
規
に
格
式

を
守
る
の
も
考
え
も
の
と
い
う
教
訓
話
で
す
。
多
分
、
こ
の
教
訓
話
の
作
者

は
、「
貴
船
明
神
の
返
し
の
歌
は
、
あ
と
を
つ
け
て
き
た
保
昌
の
仕
業
で
は

な
い
か
」
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

藤
原
保
昌
に
関
し
て
は
、
そ
の
妻
和
泉
式
部
と
の
関
係
が
面
白
い
た
め

に
、
た
く
さ
ん
の
説
話
に
で
て
き
ま
す
。
上
に
引
用
し
た
説
話
の
ほ
か
に
、

『
沙
石
集
』
巻
第
五
末
に
は
、
和
泉
式
部
に
関
連
す
る
説
話
が
集
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
。

保
昌
に
思
は
れ
て
あ
り
け
る
に
、
道
命
ま
め
男
に
て
通
ひ
け
る

が
、
あ
る
時
、
保
昌
、
　
に
は
か俄　
に
　き
た来　
る
。
隠
る
べ
き
所
な
く
て
、
　
よ
ろ
ひ
か
ら
び
つ

鎧
唐
櫃　

に
入
れ
て
置
き
た
る
を
、
保
昌
、「
さ
よ
」
と
知
り
て
、「
こ
の
鎧
、

日
に
干
せ
」
と
て
、
取
り
出
し
け
れ
ば
、「
た
だ
今
恥
ぢ
が
ま
し

き
事
出
で
来
な
む
」
と
、
二
人
な
が
ら
肝
心
な
か
り
け
る
に
、

保
昌
は
、
蓋
を
し
た
ま
ま
祇
園
社
へ
こ
の
櫃
を
持
っ
て
ゆ
き
、「
御
供
に
し

た
い
と
、
　し
ぎ
や
う

執
行　
の
　ご
ぼ
う

御
房　
に
頼
ん
で
ほ
し
い
」
と
。
取
次
ぎ
の
所
司
・
神
人

が
探
し
た
が
「
執
行
の
御
房
」
は
見
つ
か
ら
な
い
。
実
は
、「
執
行
の
御
房
」

と
は
、
道
命
の
こ
と
。「
ま
め
男
」
と
は
、
こ
こ
で
は
間
男
の
こ
と
。
保
昌

の
剛
毅
と
皮
肉
屋
の
面
が
躍
如
と
し
て
い
ま
す
。
道
命
と
和
泉
式
部
と
の
関

係
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
第
3
回
の
松
原
道
祖
神
社
の
と
こ
ろ
で
も
出
て
き
ま

し
た
の
で
、
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
あ
げ
た

『
沙
石
集
』
の
説
話
に
つ
い
て
い
え
ば
、
類
似
の
話
が
、『
今
昔
物
語
』
巻
二

八
第
十
一
「
祇
園
の
別
当
戒
秀
誦
経
に
行
は
る
る
語
」
に
、
受
領
の
妻
と
戒

秀
の
話
と
し
て
載
っ
て
い
ま
す
。
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武
人
と
し
て
の
保
昌
に
つ
い
て
も
、
説
話
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
て
、
能

の
題
材
に
な
っ
て
い
ま
す
。
能
『
大
江
山
』
は
、
源
頼
光
が
大
江
山
　し
ゅ
て
ん

酒
呑　

　ど
う
じ

童
子　
を
退
治
す
る
話
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に

さ
て
も
こ
の
度
　た
ん
ば

丹
波　
の
国
、
大
江
山
の
　き
じ
ん

鬼
神　
の
事
、
　う
ら
か
た

占
方　
の
言

葉
に
　ま
か任　
せ
つ
つ
、
　よ
り
み
つ

頼
光　
　や
す
ま
さ

保
昌　
に
仰
せ
つ
け
ら
る

と
保
昌
が
出
て
き
ま
す
。
シ
テ
は
酒
呑
童
子
で
す
が
、
主
役
は
む
し
ろ
ワ
キ

の
頼
光
と
ワ
キ
ツ
レ
の
保
昌
・
四
天
王
（
渡
辺
綱
、
坂
田
金
時
、
卜
部
　す
え
た
け

季
武　
、

碓
井
　さ
だ
み
つ

貞
光　
）
な
ど
数
人
。
ひ
と
昔
前
の
童
話
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
存

じ
の
通
り
の
筋
で
す
。

能
『
羅
生
門
』
は
、
　
わ
た
な
べ
の
つ
な

渡
辺
綱　
の
羅
生
門
の
鬼
退
治
の
話
で
す
が
、
そ
の
発

端
は
、
源
頼
光
〔
九
四
八
〜
一
〇
二
一
〕
が
、
四
天
王
の
ほ
か
に
保
昌
を

交
え
て
開
い
た
酒
宴
。
保
昌
が
「
こ
の
頃
不
思
議
な
る
事
を
申
し
候
。
九
條

の
羅
生
門
に
鬼
神
の
　す棲　
ん
で
、
暮
る
れ
ば
人
の
通
ら
ぬ
由
を
申
し
候
。」
と

い
っ
た
の
に
対
し
て
、
渡
辺
綱
が
「
い
か
に
保
昌
。
す
ぢ
な
き
事
な
　
の
た
ま
宣　
ひ

そ
。」
と
反
論
。
口
論
が
始
ま
り
、「
い
や
し
く
も
都
の
南
門
に
あ
た
る
と
こ

ろ
に
鬼
な
ど
棲
む
は
ず
は
な
い
。
見
に
ゆ
く
の
が
怖
い
と
お
も
わ
れ
て
は
か

な
わ
な
い
。」
と
羅
生
門
に
出
か
け
て
ゆ
き
ま
す
。
羅
生
門
に
確
か
に
き
た

と
い
う
　
し
る
し標　
の
札
を
置
い
て
、
渡
辺
綱
が
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
う
し
ろ
か
ら
、

鬼
が
兜
の
　
し
こ
ろ
錣　
を
つ
か
み
ま
す
。
斬
り
合
い
の
末
に
、
鬼
の
腕
を
切
り
落
と
す

と
い
う
筋
。

藤
原
保
昌
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
二
・
十
（
第
二
八
話
）
の
「
袴
垂

　フ合
二　
保
　ニ昌
一　
事
」
に
も
で
て
き
ま
す
（『
今
昔
物
語
』
に
も
同
様
の
話
が
載
っ

て
い
ま
す
）。
　
は
か
ま
だ
れ

袴
垂　
は
、
伝
説
上
の
盗
賊
で
、
捕
ら
え
ら
れ
た
の
ち
に
、
保

昌
と
出
会
っ
た
と
き
に
迫
力
に
気
お
さ
れ
た
こ
と
を
語
る
と
い
う
筋
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
、
保
昌
が
袴
垂
を
自
分
の
屋
敷
に
導
き
い
れ
る
と
い

う
の
が
腑
に
落
ち
な
い
。
誰
し
も
そ
う
感
じ
る
ら
し
く
、
袴
垂
は
、
保
昌

の
弟
の
　や
す
す
け

保
輔　
で
は
な
い
か
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
巻
十
一
・
二
（
第
一
二
五
話
）
に
、「
保
輔
盗
人
た
る
事
」
に
は
、
保

輔
が
盗
賊
と
し
て
出
て
き
ま
す
。

町
名
「
燈
籠
町
」
は
、
平
清
盛
の
長
男
重
盛
の
創
建
し
た
燈
籠
堂
が
、
東

山
小
松
谷
よ
り
、
こ
こ
に
移
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
こ
の
燈
籠
堂
は
、

後
花
園
天
皇
に
よ
り
浄
教
寺
の
名
を
賜
っ
た
が
、
荒
廃
。
再
興
の
の
ち
、
豊

臣
秀
吉
の
京
都
改
造
の
際
に
、
寺
町
通
四
条
下
ル
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

■

松
永
貞
徳
と
花
咲
稲
荷

東
洞
院
通
の
一
筋
東
の
通
り
は
、
　あ
い
の
ま
ち

間
之
町　
通
。
こ
の
通
り
は
、
こ
の
部
分

で
い
っ
た
ん
途
切
れ
て
孤
立
し
た
形
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
松
原
通
か
ら
復

活
し
て
、
さ
ら
に
南
に
延
び
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
、
　は
な
さ
き

花
咲　
稲

荷
社
（
間
之
町
通
松
原
上
ル
稲
荷
町
）。
鳥
居
の
左
脇
に
「
松
永
貞
徳
花
咲
亭

址
」
の
碑
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
、
松
永
貞
徳
（
号
は
「
　は
な
さ
き
て
い

花
咲
亭　
　
し
ょ
う
よ
う
け
ん

逍
遥
軒　
」）

が
隠
居
後
に
住
ん
だ
花
咲
亭
の
鎮
守
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
都
名
所
図
会
』
に
は
、「
　
は
な
さ
き
い
な
り
の
や
し
ろ

花
開
稲
荷
社　
」
と
し
て
載
っ
て
い
て
、「
松
原

高
倉
の
西
に
あ
り
。
稲
荷
町
と
い
ふ
。
　
こ
の
と
こ
ろ

此
所　
は
、
　ま
つ
な
が

松
永　
　て
い
と
く

貞
徳　
　を
う翁　
が
　き
よ
し
よ

居
所　
に
し

て
、
　は
い
し
よ

俳
書　
　ぎ
よ
さ
ん

御
傘　
を
　せ
ん撰　
す
。」
と
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
、
貞
徳
の
家

集
か
ら
、
歌
を
三
首
引
用
し
て
い
ま
す
。
夕
顔
の
花
を
読
ん
だ
歌
の
あ
と
の

一
首
。

五
　で
う條　
の
　や
ど宿　
に
て
　む
さ
う

夢
想　
、
　い
な
り

稲
荷　
の
　
や
し
ろ
社　
の
　あ
と跡　
　あ有　
り
け
る
。
　う
た
び
と

歌
人　
の
　こ
の
は
な

此
花　
さ

き
の
陰
に
き
て
、
　
こ
の
と
こ
ろ

此
所　
む
か
し
花
さ
き
と
こ
そ
い
ひ
　は
べ侍　
ら
め
と
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花
咲
稲
荷
社

「
松
永
貞
徳
花
咲
亭
址
」
の
碑

の
　か

い

歌
意　
の
　
お
も
ひ
思　
を
な
し
て

貞
徳

　よ
ろ
づ
よ

萬
代　
を
み
つ
の
や
し
ろ
の
　は
る
あ
き

春
秋　
は

　は
な花　
さ
き
み
の
れ
こ
と
の
は
の
　み
ち道　

『
都
名
所
図
会
』
の
著
者
秋
里
籬
島
〔
生
没
年
不
詳
〕
が
、
三
首
を
こ

の
順
に
配
列
し
た
意
図
は
、「
こ
の
歌
に
詠
い
込
ま
れ
た
花
が
夕
顔
で
あ
る
」

の
を
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
実
際
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
花

咲
稲
荷
社
の
近
く
に
夕
顔
墳
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
歌
に
詠
い
込
ま
れ
た

花
は
、
源
氏
物
語
に
出
て
く
る
夕
顔
の
花
と
み
て
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
新
古
今
和
歌
集
巻
第
三
・
夏
歌
・
二
七
六
の
「
夕
が
ほ
を

よ
め
る
」
と
　
こ
と
ば
が
き

詞
書　
の
あ
る
歌
（
後
出
）
を
踏
ま
え
て
い
る
思
わ
れ
ま
す
。
そ

の
中
に
は
、「
こ
と
の
は
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
お
り
ま
す
。

松
永
貞
徳
〔
一
五
七
一
〜
一
六
五
三
〕
は
、
江
戸
初
期
の
歌
人
・
俳
人
。

和
歌
を
細
川
幽
斎
〔
一
五
三
四
〜
一
六
一
〇
〕、
連
歌
を
里
村
紹
巴
〔
一
五

二
四
〜
一
六
〇
二
〕
に
学
び
ま
し
た
が
、
堂
上
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
　じ

げ

地
下　

（
一
般
）
に
、
和
歌
や
歌
学
を
三
条
衣
棚
の
私
邸
で
教
え
ま
し
た
。
晩
年
は
、

俳
諧
の
指
導
者
と
な
り
、
貞
門
俳
諧
と
し
て
一
派
を
な
し
、
後
世
に
名
を
残

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
く
に
、
一
六
五
一
年
〔
慶
安
四
年
〕
に
『
　は
い
か
い

俳
諧　

　ご
さ
ん

御
傘　
』
を
俳
諧
式
目
と
し
て
執
筆
し
、
俳
諧
の
確
立
に
寄
与
し
ま
し
た
。
本

シ
リ
ー
ズ
第
5
回
に
で
て
き
た
北
村
季
吟
は
高
弟
。
そ
の
子
は
松
永
昌
三

〔
尺
五
〕。
俳
諧
は
連
歌
に
俗
言
や
滑
稽
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
し
、
連
歌
や

和
歌
の
入
門
段
階
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
、
そ
の
後
の
談
林

俳
諧
や
蕉
門
俳
諧
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
の
事
情
は
、『
芭
蕉
と

ユ
ー
モ
ア
』〔
成
川
武
夫
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
〕
に
要
約
さ
れ

て
い
る
の
で
、
興
味
あ
る
方
は
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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貞
門
俳
諧
が
皆
目
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
本
歌
取
り
な
ど
の
手
法

を
、
和
歌
や
連
歌
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
典
拠
を
知
ら
な

け
れ
ば
、
手
も
足
も
で
な
い
。
島
津
忠
夫
「
注
釈
の
い
る
文
芸
」（『
芭
蕉
の

本
第
五
巻
・
歌
仙
の
世
界
』、
山
本
健
吉
編
、
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
）
で

は
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
貞
徳
百
韻
自
註
』〔
一

六
七
〇
年
頃
〕
に
は
、「
哥
い
づ
れ
小
町
お
ど
り
や
伊
勢
踊
」
を
発
句
と
す

る
百
韻
の
な
か
に
、
自
注
と
し
て
次
の
例
が
あ
り
ま
す
。

滝

御

ら

ん

じ

に

い

づ

る

院

さ

ま

と
り
あ
へ
ず
天
神
殿
は
　た手　
　む
け向　
し
て

　て
い
じ
の
ゐ
ん

亭
子
院　
、
大
和
　
り
ゆ
う
も
ん

龍
門　
の
た
き
御
覧
じ
に
御
幸
の
時
、
菅
家
、「
こ

の
た
び
は
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
ず
」
の
尊
詠
有

こ
の
よ
う
に
自
分
で
注
釈
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

す
で
に
あ
る
程
度
の
教
養
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
菅
原

道
真
の
歌
の
「
と
り
あ
へ
ず
」
は
、「
ぬ
さ
」
が
動
作
の
対
象
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、『
貞
徳
百
韻
自
註
』
の
「
と
り
あ
へ
ず
」
は
対
象
が
な
く
な
っ
て
、

単
な
る
接
続
句
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
意
味
が
多
少
ず
れ
て
い
る

わ
け
で
、
こ
の
意
味
の
ず
れ
に
お
か
し
み
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
ん
な

理
屈
ッ
ポ
イ
注
釈
を
付
け
る
と
、
　せ
っ
か
く

折
角　
の
お
か
し
み
も
飛
ん
で
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
ね
。
も
っ
と
も
、
菅
原
道
真
の
歌
は
百
人
一
首
に
採
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
と
い
え
ま
す
。
本
シ
リ
ー
ズ
第
4
回

で
は
、
菅
原
道
真
の
同
じ
歌
を
引
用
し
、
朱
雀
院
の
御
幸
の
と
き
と
し
ま
し

た
が
、
亭
子
院
も
朱
雀
院
も
同
じ
宇
多
上
皇
の
こ
と
で
す
。

■

長
香
寺
と
末
広
稲
荷
社

天
正
の
地
割
〔
一
五
九
〇
年
、
天
正
十
八
年
〕
で
新
設
さ
れ
た
　あ
い
の
ま
ち
ど
お
り

間
之
町
通　

が
こ
の
万
寿
寺
通
と
松
原
通
の
間
で
、
途
切
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の

一
町
は
、
天
正
の
地
割
の
犠
牲
を
免
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
南
に
進
む
た
め

に
、
一
筋
東
の
高
倉
通
を
歩
き
ま
す
と
、
町
名
看
板
「
高
倉
通
松
原
下
ル
本

燈
籠
町
」
2©
が
あ
り
ま
す
。

　た
か
く
ら
ど
お
り

高
倉
通　

　ま
つ
ば
ら

松
原　
　さ
が下　
ル

　ほ
ん
と
う
ろ
う
ち
ょ
う

本
燈
籠
町　
2©

こ
の
町
名
看
板
の
南
に
長
香
寺
（
高
倉
通
松
原
下
ル
樋
之
下
町
）
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
一
画
に
は
、
福
田
寺
が
慶
長
三
年
〔
一
五
九
八
年
〕
に
移
転
し

て
き
ま
し
た
が
、
間
を
お
か
ず
、
慶
長
年
間
〔
一
五
九
六
〜
一
六
一
五
〕
に

再
移
転
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（『
京
都
市
の
地
名
』）。
現
在
同
名
の
寺

が
下
寺
町
に
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
寺
が
移
転
先
で
し
ょ
う
。
長
香
寺
は
慶

長
十
四
年
の
創
建
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
福
田
寺
が
移
転
し
た
あ
と
（
あ
る
い

は
長
香
寺
の
建
設
の
た
め
に
立
ち
退
か
さ
れ
た
か
？
）
に
、
長
香
寺
が
建
立

さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

写
真
を
仔
細
に
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、「
　ご
じ
ゅ
う
そ
う
で
ん

五
重
相
伝　
」
と
書
い
た
看
板

が
、
総
門
の
右
側
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
浄
土
宗
の
重
要
な
法
会

で
、
浄
土
宗
の
教
え
を
、
五
段
階
に
わ
け
、
こ
れ
ら
を
重
ね
て
、
も
れ
な

く
伝
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
き
て
い
ま
す
。
五
日
か
ら
八
日
を
要
す
る
法
要
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長
香
寺

で
、
な
か
な
か
開
催
で
き
な
い
の
で
、
毎
年
で
は
な
く
、
不
定
期
に
お
こ
な

わ
れ
ま
す
。
十
年
以
上
も
間
を
お
く
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
を
受
け

た
者
に
は
、
生
前
戒
名
・
與
号
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
看
板
に
は
、
平
成
二
十

年
十
月
九
日
入
行
と
あ
り
、
一
年
前
の
予
告
で
す
。
多
分
、
長
香
寺
で
も
特

別
に
重
要
な
法
会
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
ま
す
。

長
香
寺
の
南
、
高
倉
通
の
西
側
に
、
福
田
寺
町
の
路
地
の
入
口
が
開
い

て
い
ま
す
。
こ
の
路
地
は
途
中
で
折
れ
曲
が
っ
て
万
寿
寺
通
に
出
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　た
か
く
ら
ど
お
り

高
倉
通　

　ま
つ
ば
ら

松
原　
　さ
が下　
ル
　に
し
い
る

西
入　

　ふ
く
で
ん
じ
ち
ょ
う

福
田
寺
町　
3©

末
広
稲
荷
社

路
地
の
東
西
部
分
の
中
ほ
ど
に
、
木
製
の
仁
丹
看
板
「
高
倉
通
松
原
下
ル

西
入
福
田
寺
町
」
3©
が
あ
り
ま
す
。「
福
田
寺
町
」
の
町
名
は
、
も
と
も
と

こ
こ
に
あ
っ
た
福
田
寺
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
木
製
の
町
名
看
板
は
た
い
へ

ん
め
ず
ら
し
く
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
第
4
回
目
に
一
度
で
て
き
ま
し
た

が
、
こ
れ
で
二
枚
目
で
す
。

福
田
寺
町
の
路
地
の
奥
に
、
　す
え
ひ
ろ
い
な
り
し
ゃ

末
広
稲
荷
社　
が
あ
り
ま
す
。
献
灯
に
は
、「
末

廣
大
明
神
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
祭
神
が
　
う
か
の
み
た
ま
の
か
み

倉
稲
魂
神　
と
い
い
ま
す
か

ら
、
お
稲
荷
さ
ん
で
し
ょ
う
。
こ
の
地
域
の
鎮
守
さ
ま
で
し
ょ
う
か
、
大
切
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に
守
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

■

鉄
輪
井
と
命
婦
稲
荷
神
社

福
田
寺
町
の
路
地
を
抜
け
る
と
そ
こ
は
万
寿
寺
通
。
こ
の
通
り
を
東
に
向

か
い
ま
す
。
万
寿
寺
堺
町
の
十
字
路
か
ら
少
し
東
に
、
町
名
看
板
「
萬
壽
寺

通
堺
町
東
入
堅
田
町
」
4©
を
見
つ
け
ま
し
た
。

　ま
ん
じ
ゅ
じ
ど
お
り

萬
壽
寺
通　

　
さ
か
い
ま
ち

堺
町　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

　か
た
だ
ち
ょ
う

堅
田
町　
4©

万
寿
寺
堺
町
を
上
が
っ
た
西
側
に
、「
謡
曲
傳
示
　か
な
わ

鐡
輪　
跡
」
の
石
碑
が
あ

り
、
　し
め
な
わ

注
連
縄　
を
は
っ
た
入
口
か
ら
路
地
に
入
る
と
、「
　か
な
わ
の
い

鉄
輪
井　
」
が
あ
り
ま

す
。『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
巻
之
一
で
は
、「
　か
な
わ
づ
か

鐡
輪
塚　
」
と
し
て
載
っ
て
お
り
、

「
堺
町
通
松
原
の
南
に
あ
り
。
　
で
ん
に
い
わ
く

伝
云　
、
昔
嫉
妬
深
き
女
あ
り
、
神
に
祈
て
毎

夜
丑
の
時
参
を
な
す
、
　き
づ
か
れ

気
疲　
て
こ
ゝ
に
死
す
、
其
霊
を
築
く
と
い
ふ
。
今
は

人
家
　
つ
づ
き
続　
て
塚
　
つ
ま
び
ら
か

詳　
な
ら
ず
」
と
。

『
改
訂
京
都
民
俗
誌
』〔
井
上
頼
寿
、
平
凡
社
復
刻
版
、
二
〇
〇
三
〕
に

よ
る
と
、「
嫉
妬
深
い
女
が
貴
船
神
社
に
丑
の
刻
詣
り
を
し
た
ら
、
川
の
水

へ
入
れ
と
い
う
神
託
が
あ
り
、
水
に
入
る
と
蛇
に
な
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ

り
、
そ
の
女
が
使
っ
て
い
た
井
戸
で
あ
る
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
謡
曲

『
　か
な
わ

鉄
輪　
』
は
、
同
じ
趣
旨
の
話
で
、
貴
船
神
社
の
神
託
で
鬼
に
な
っ
た
女
を
、

謡
蹟
「
鉄
輪
井
」
入
口

　み
ょ
う
ぶ
い
な
り
じ
ん
じ
ゃ

命
婦
稲
荷
神
社　
（
右
手
前
か
ら
鉄
輪
井
、
そ
の
奥
に
鉄
輪
社
。
い

ち
ば
ん
奥
は
命
婦
稲
荷
神
社
の
社
殿
）
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祈
祷
を
た
の
ま
れ
た
安
倍
晴
明
が
、
　
さ
ん
じ
ゅ
う
ば
ん
し
ん

三
十
番
神　
（
三
十
日
を
日
替
わ
り
で
国

家
安
寧
・
衆
生
幸
福
を
守
る
と
さ
れ
る
三
十
柱
の
神
々
）
の
御
幣
に
よ
っ
て

追
い
払
う
と
い
う
筋
で
す
。

鉄
輪
井
は
、「
縁
切
り
」
の
井
戸
と
し
て
、
婚
礼
の
列
は
こ
の
場
所
を
一

切
通
ら
な
い
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
地
は
、
も
と
「
鉄
輪
町
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
縁
切
り
で
は
縁
起
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
、
慶

安
年
間
〔
一
六
四
八
〜
一
六
五
二
〕
に
「
鍛
冶
屋
町
」
と
改
め
た
と
い
い
ま

す
。
一
九
三
五
年
〔
昭
和
十
年
〕
に
敷
地
内
で
発
掘
さ
れ
た
「
鉄
輪
塚
」
の

石
碑
を
収
め
た
「
鉄
輪
社
」
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

同
じ
路
地
に
、
　み
ょ
う
ぶ
い
な
り
じ
ん
じ
ゃ

命
婦
稲
荷
神
社　
（
堺
町
通
松
原
下
ル
鍛
冶
屋
町
）
が
祀
ら

れ
て
い
ま
す
。「
縁
切
り
」
を
「
縁
結
び
」
に
改
め
て
、
一
六
六
八
年
〔
寛
文

八
年
〕
に
稲
荷
大
明
神
と
し
て
創
建
。
ど
ん
ど
ん
焼
け
〔
一
八
六
四
年
〕
の

と
き
に
類
焼
し
た
が
、
一
九
三
五
年
〔
昭
和
十
年
〕
に
命
婦
稲
荷
神
社
と
し

て
再
建
し
た
と
あ
り
ま
す
。
命
婦
と
は
五
位
以
上
の
女
官
あ
る
い
は
五
位
以

上
の
官
人
の
妻
の
こ
と
で
す
が
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
稲
荷
信
仰
で
は
、

狐
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

写
真
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
命
婦
稲
荷
神
社
の
鳥
居
の
奥
、
右
手
前

か
ら
鉄
輪
井
、
そ
の
奥
に
鉄
輪
社
。
井
戸
は
涸
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
鉄

輪
井
の
格
子
状
の
　
お
お
い
覆　
の
上
に
　ペP　
　ッE　
　トT　
ボ
ト
ル
が
置
か
れ
て
い
る
の
が
見
え

ま
す
。
多
分
、
縁
切
り
を
願
っ
て
、
ど
な
た
が
お
供
え
し
て
い
る
も
の
。
持

ち
帰
っ
て
、
だ
れ
か
に
そ
れ
と
な
く
飲
ま
せ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

■

五
条
辺
夕
顔
墳

堺
町
通
松
原
上
ル
西
側
夕
顔
町
に
、「
　げ
ん
ご

源
語　
　で
ん
せ
つ

伝
説　
　ご
じ
ょ
う
の
あ
た
り

五
条
辺　

　ゆ
う
が
お
の
ふ
ん

夕
顔
墳　
」
の

碑
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
碑
は
、
昭
和
四
年
〔
一
九
二
九
年
〕
に
京
都
史
蹟
会

が
立
て
た
も
の
。
こ
の
場
所
は
、
町
名
も
夕
顔
町
。
非
公
開
で
す
が
、
坪
庭

に
夕
顔
塚
が
あ
り
、
九
月
十
六
日
の
夕
顔
忌
に
は
、
町
内
会
の
役
員
が
献
花

す
る
そ
う
で
す
。

夕
顔
は
、
乳
母
の
住
む
「
五
条
な
る
家
」
の
近
く
の
荒
れ
果
て
た
家
に

住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
、
光
源
氏
が
見
つ
け
た
女
性
。
夕
顔
が
家
の
前
に
咲

い
て
い
た
こ
と
か
ら
夕
顔
。
　ろ
く
じ
ょ
う
の
み
や
す
ん
ど
こ
ろ

六
条
御
息
所　
の
　
い
き
り
ょ
う

生
霊　
の
犠
牲
に
な
る
女
性

で
す
。

『
都
名
所
図
会
』
に
は
、
夕
顔
塚
の
挿
絵
が
あ
り
ま
す
。
坪
庭
に
残
る
塚

も
五
輪
塔
と
い
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
挿
絵
の
五
輪
塔
が
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
引
用
し
た
挿
絵
の
賛
に
は
、「
夕
顔
塚
は
五
条
あ
た

り
、
今
の
堺
町
松
原
に
北
に
あ
り
、
源
氏
物
語
に
出
る
夕
が
ほ
の
前
、
此
所

に
住
け
る
よ
し
い
ひ
伝
へ
り
。」
と
紹
介
し
た
あ
と
、
新
古
今
和
歌
集
の
歌

が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

夕
が
ほ
を
よ
め
る

前
太
政
大
臣

白
露
の
な
さ
け
を
き
け
る
こ
と
の
は
や

ほ
の
ぼ
の
み
へ
し
夕
顔
の
花

新
古
今
和
歌
集
巻
第
三
・
夏
歌
・
二
七
六

こ
の
歌
は
、『
源
氏
物
語
・
夕
顔
』
に
出
て
く
る
歌
、

心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の

光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花

を
踏
ま
え
て
お
り
ま
す
。
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　げ
ん
ご

源
語　
　で
ん
せ
つ

伝
説　
　ご
じ
ょ
う
の
あ
た
り

五
条
辺　

　ゆ
う
が
お
の
ふ
ん

夕
顔
墳　
の
碑

『
都
名
所
図
会
』
巻
之
二
夕
顔
塚
の
図
。

（
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
「
平
安
京
都
名
所
図
会
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
よ

り
引
用
）

つ
い
で
に
、
来
年
〔
二
〇
〇
八
年
〕
は
、
源
氏
物
語
が
記
録
に
あ
ら
わ
れ

て
か
ら
、
一
千
年
を
迎
え
ま
す
。
京
都
市
・
宇
治
市
・
京
都
府
が
共
同
で
、

「
源
氏
物
語
千
年
紀
」（
紫
の
ゆ
か
り
、
ふ
た
た
び
）
な
る
記
念
事
業
を
お
こ

な
う
そ
う
で
、
そ
の
予
告
が
出
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
来
年
十
月
の
土
日
に

連
続
講
座
「
源
氏
物
語
の
世
界
を
知
る
」。
調
べ
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
定
員

に
達
し
て
、
申
し
込
み
受
付
は
終
了
し
た
と
の
こ
と
。

■

和
菓
子
、
豆
腐
、
漬
物
、
な
ぜ
か
イ
タ
リ
ア
ン

町
名
看
板
1©
の
す
ぐ
近
く
に
、
和
菓
子
屋
。
万
寿
寺
通
に
あ
る
か
ら
そ

の
名
も
「
萬
壽
堂
」（
万
寿
寺
通
不
明
門
東
入
ル
大
堀
町
）。
こ
の
店
の
一

番
は
、
い
ち
ご
大
福
。
苺
を
漉
し
餡
で
く
る
み
大
福
と
し
た
も
の
。
店
内

に
「Shinm

otsu

」
と
ロ
ー
マ
字
が
見
え
る
の
が
、
ユ
ニ
ー
ク
。
こ
こ
か
ら
、

万
寿
寺
通
を
東
に
歩
く
と
町
家
に
フ
ォ
ー
ク
の
看
板
。
こ
の
看
板
は
目
を
凝

ら
さ
な
け
れ
ば
わ
か
り
ま
せ
ん
。「
月
曜
日
の
フ
ォ
ー
ク
」（
万
寿
寺
通
高
倉

西
入
ル
万
寿
寺
中
之
町
）。
町
家
で
イ
タ
リ
ア
ン
と
は
乙
な
も
の
。
万
寿
寺

高
倉
を
下
が
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、「
五
条
長
兵
衛
」（
高
倉
通
五
条
上
ル
亀
屋

町
）。
佃
煮
・
漬
物
。
名
物
は
、
根
昆
布
の
佃
煮
「
ほ
た
る
こ
」。「
野
口
筑

紫
堂
」（
高
倉
通
五
条
上
ル
亀
屋
町
）。
菓
子
木
型
彫
刻
。
干
菓
子
や
落
雁
の

製
造
に
は
欠
か
せ
な
い
木
型
を
手
彫
。
一
筋
東
の
堺
町
に
は
、
豆
腐
屋
「
久

保
田
豆
腐
店
」（
堺
町
通
万
寿
寺
下
ル
）。
約
一
四
〇
年
間
、
こ
こ
で
京
豆
腐

製
造
。
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■

五
条
通
か
ら
南
へ
不
明
門
通
を
歩
く

五
条
通
か
ら
南
へ
不
明
門
通
を
歩
く
と
、
途
中
に
五
条
東
洞
院
郵
便
局
が

あ
り
ま
す
。
不
明
門
通
に
あ
る
の
で
、
五
条
　あ

け

ず

不
明
門　
郵
便
局
で
あ
る
は
ず
な

の
に
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
開
け
て
な
い
郵
便
局
で
は
、
人

が
こ
な
い
か
ら
か
し
ら
。

仁
丹
町
名
看
板
の
所
在
（
東
洞
院
通
の
五
条
か
ら
六
条
ま
で
）

不
明
門
楊
梅
の
十
字
路
か
ら
楊
梅
通
を
西
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
、
第
6
回

で
載
せ
た
「
楊
梅
通
烏
丸
東
入
大
坂
町
」
＊
の
町
名
看
板
が
あ
り
ま
す
。
楊

梅
通
を
東
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、「
楊
梅
通
東
洞
院
西
入
福
島
町
」
5©
の

町
名
看
板
が
あ
り
ま
す
。
楊
梅
通
は
、
東
洞
院
通
に
突
き
当
た
っ
た
と
こ
ろ

で
終
わ
り
。

　よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　

　ひ
が
し
の
と
う
い
ん

東
洞
院　

　に
し
い
る

西
入　

　ふ
く
し
ま
ち
ょ
う

福
島
町　
5©

不
明
門
通
を
鍵
屋
町
ま
で
下
が
り
ま
す
と
、
町
名
看
板
「
鍵
屋
町
通
不
明

門
東
入
上
平
野
町
」
6©
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
鍵
屋
町
の
並
び
に
は
、
町
名

看
板
「
鍵
屋
町
通
東
洞
院
西
入
和
泉
町
」
7©
。
鍵
屋
町
を
東
へ
、
東
洞
院

通
で
突
き
当
た
り
ま
す
。
こ
の
丁
字
路
の
西
北
の
か
ど
に
、
和
菓
子
屋
「
甘

仙
堂
」（
東
洞
院
通
五
条
下
ル
和
泉
町
）。
菓
子
組
合
の
名
簿
な
ど
に
は
、
こ

の
所
在
地
で
の
っ
て
い
ま
す
が
、
正
確
に
い
う
と
、
東
洞
院
通
鍵
屋
町
上
ル

和
泉
町
。
鍵
屋
町
通
を
五
条
通
で
代
用
し
て
い
る
の
は
、
鍵
屋
町
通
は
あ
ま

り
な
じ
み
の
な
い
通
り
な
の
で
、
京
都
人
で
も
通
り
の
名
前
か
ら
場
所
を
特

定
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

和
菓
子
屋
「
甘
仙
堂
」
の
あ
る
丁
字
路
か
ら
南
下
し
た
と
こ
ろ
、
駐
車

場
の
傍
ら
に
、「
贈
従
五
位
赤
松
小
三
郎
先
生
記
念
」
の
碑
（
東
洞
院
通
鍵

屋
町
下
ル
西
側
）
が
あ
り
ま
す
。
赤
松
小
三
郎
〔
一
八
三
一
〜
一
八
六
七
〕

は
、
信
州
上
田
藩
士
。
兵
学
者
・
政
治
思
想
家
。
勝
海
舟
と
と
も
に
長
崎
の

海
軍
伝
習
所
で
、
オ
ラ
ン
ダ
語
・
海
兵
術
を
専
攻
。
英
学
を
修
め
た
の
ち
、
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　か
ぎ
や
ま
ち
ど
お
り

鍵
屋
町
通　

　あ

け

ず

不
明
門　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

　か
み
ひ
ら
の
ち
ょ
う

上
平
野
町　
6©

　か
ぎ
や
ま
ち
ど
お
り

鍵
屋
町
通　

　ひ
が
し
の
と
う
い
ん

東
洞
院　

　に
し
い
る

西
入　

　い
ず
み
ち
ょ
う

和
泉
町　
7©

一
八
六
五
年
に
英
国
歩
兵
練
法
を
訳
述
。「
前
に
倣
え
」
な
ど
の
号
令
は
こ

の
訳
述
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
京
都
で
私
塾
「
宇
宙
塾
」
を
開
い
た
の

ち
、
薩
摩
藩
に
招
聘
さ
れ
、
京
屋
敷
で
兵
法
を
教
授
。
門
下
生
に
は
、
東
郷

平
八
郎
な
ど
。
上
田
藩
へ
の
帰
国
途
中
、
薩
摩
藩
士
桐
野
利
秋
ら
に
よ
り
暗

殺
。
公
武
合
体
論
を
唱
え
た
こ
と
と
、
幕
府
側
の
ス
パ
イ
と
疑
わ
れ
た
た
め

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
碑
の
あ
る
と
こ
ろ
が
遭
難
し
た
地
で
す
。

さ
ら
に
、
一
筋
南
の
通
り
に
は
、「
的
塲
通
不
明
門
東
入
下
平
野
町
」
8©

の
町
名
看
板
。
的
場
通
も
東
洞
院
通
で
突
き
当
た
っ
て
終
わ
り
。

楊
梅
通
（
六
条
三
筋
町
の
上
之
町
に
相
当
）、
鍵
屋
町
通
（
中
之
町
に
相

当
）、
的
場
通
（
下
之
町
に
相
当
）
が
変
則
的
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
第
6

回
で
載
せ
た
六
条
三
筋
町
の
痕
跡
で
す
。
お
そ
ら
く
は
、
遊
郭
の
移
転
し
た

き
た
と
き
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
後
に
、
室
町
通
以
東
も
東
洞
院
ま
で
、
六

条
三
筋
町
の
通
り
に
あ
わ
せ
て
道
路
整
備
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。

贈
従
五
位
赤
松
小
三
郎
先
生
記
念
の
碑

　ま
と
ば
ど
お
り

的
塲
通　

　あ

け

ず

不
明
門　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

　し
も
ひ
ら
の
ち
ょ
う

下
平
野
町　
8©

■

下
京
税
務
署
と
千
喜
万
悦
天
満
宮

楊
梅
通
は
、
東
洞
院
通
で
突
き
当
た
り
で
、
さ
ら
に
東
に
進
む
に
は
、
そ

の
丁
字
路
を
南
に
折
れ
て
一
筋
目
の
通
り
を
辿
り
ま
す
。
そ
こ
に
、
町
名
看

板
「
下
坂
通
間
ノ
町
西
入
塗
師
屋
町
」
9©
。
半
分
は
雨
戸
の
陰
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
か
ろ
う
じ
て
判
読
で
き
ま
す
。
こ
の
東
西
の
通
り
は
、
下
坂
通
と

呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
東
洞
院
通
と
高
倉
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通
の
間
の
わ
ず
か
一
町
分
だ
け
。
楊
梅
通
は
、
平
安
京
の
　や
ま
も
も

楊
梅　
小
路
に
あ
た

り
ま
す
が
、
六
条
三
筋
町
の
と
こ
ろ
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
東
中
筋
通
と
東

洞
院
通
の
間
は
、
北
へ
移
動
し
て
い
ま
す
（
第
6
回
参
照
）。
下
坂
通
は
、

平
安
京
の
　や
ま
も
も

楊
梅　
小
路
の
位
置
に
あ
り
ま
す
の
で
、
本
来
な
ら
楊
梅
通
と
な
る

と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
部
分
だ
け
下
坂
通
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
か
。
可

能
性
と
し
て
は
、
こ
の
通
り
の
西
方
に
大
坂
町
が
あ
り
ま
す
の
で
、「
下
大

坂
」
が
「
下
坂
」
に
転
じ
た
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
あ
た
り
が
八
坂
法
観
寺

の
領
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
下
八
坂
」
が
「
下
坂
」
に
転
じ
た
か
。
い
ろ

い
ろ
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
す
。

　し
も
さ
か
ど
お
り

下
坂
通　

　あ
い
の
ま
ち

間
ノ
町　

　に
し
い
る

西
入　

　ぬ
し
や
ち
ょ
う

塗
師
屋
町　
9©

町
名
の
塗
師
屋
町
は
、
間
ノ
町
通
の
両
側
町
で
、
北
は
下
坂
通
か
ら
南
は

旧
六
条
通
ま
で
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
の
証
拠
は
、
町
名
看
板
「
六
条
通
間

ノ
町
西
入
塗
師
屋
町
」
10©
。
こ
れ
は
、
旧
六
条
通
の
北
側
の
門
扉
に
貼
っ
て

あ
り
ま
し
た
。
町
名
は
、
同
じ
く
、
塗
師
屋
町
。

町
名
看
板
9©
の
あ
た
り
に
は
、
下
京
税
務
署
が
あ
り
、
確
定
申
告
の
時
期

に
は
お
な
じ
み
の
と
こ
ろ
。
税
務
署
で
税
金
を
納
め
て
、
国
民
の
義
務
を
果

た
し
た
あ
と
は
ほ
っ
と
満
足
し
て
、
千
喜
万
悦
と
ま
で
は
ゆ
き
ま
せ
ん
が
、

「
　せ
ん
き
ま
ん
え
つ
て
ん
ま
ん
ぐ
う

千
喜
万
悦
天
満
宮　
」（
五
条
通
高
倉
東
入
ル
南
側
）
に
参
拝
。
祭
神
は
、
菅

原
道
真
公
。
右
大
臣
に
昇
進
し
た
と
き
の
絵
を
祀
る
の
で
、
千
喜
万
悦
と
い

　ろ
く
じ
ょ
う
ど
お
り

六
条
通　

　あ
い
の
ま
ち

間
ノ
町　

　に
し
い
る

西
入　

　ぬ
し
や
ち
ょ
う

塗
師
屋
町　
10©

千
喜
万
悦
天
満
宮
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う
ら
し
い
。
五
条
通
の
拡
幅
に
伴
い
、
西
念
寺
が
縮
小
し
、
そ
の
門
前
に

遷
座
。

■

宗

仙

寺

千
喜
万
悦
天
満
宮
と
西
念
寺
の
南
に
は
、
宗
仙
寺
（
高
倉
通
五
条
下
ル
堺

町
）
の
門
が
開
い
て
い
ま
す
。
宗
派
は
曹
洞
宗
。
江
戸
時
代
に
永
平
寺
の
代

理
と
し
て
、
皇
室
に
参
内
す
る
「
　や
く
じ

役
寺　
」
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
由

緒
あ
る
お
寺
で
す
。
天
明
の
大
火
〔
一
七
八
八
年
〕、
安
政
の
大
火
〔
一
八

五
八
年
、
本
シ
リ
ー
ズ
第
5
回
参
照
〕、
ど
ん
ど
ん
焼
（
元
治
の
兵
火
、
一

八
六
四
年
）
で
類
焼
し
ま
し
た
。『
京
都
坊
目
誌
』
に
よ
る
と
、
現
在
の
建

物
は
、
明
治
三
六
年
〔
一
九
〇
三
年
〕
以
降
の
再
建
。

『
都
名
所
図
会
』
に
は
、「
　
ま
が
き籬　
の
　い
け池　
」
の
項
が
立
て
て
あ
り
、「
高
倉
五

条
の
南
、
宗
仙
寺
の
堂
前
に
あ
る
井
を
い
ふ
。
旧
河
原
院
の
　
ほ
う
き
や
う

封
境　
に
し
て
、

　そ
の
ゐ
せ
き

其
遺
跡　
な
り
。
当
寺
は
　そ
う
ど
う
し
う

曹
洞
宗　
に
し
て
、
開
基
は
　て
ん
か
う

天
江　
　お
し
や
う

和
尚　
な
り
。
本
堂
の

額
は
正
水
の
筆
と
ぞ
。」
と
解
説
し
て
い
ま
す
。「
池
」
を
「
井
」
と
混
用
し

て
い
る
の
は
、
水
位
が
下
が
っ
て
、
湧
き
水
の
池
が
井
戸
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
あ
、
伝
承
の
類
で
す
か
ら
、
詮
索
し
て
も
仕
方
の
な

い
こ
と
で
し
ょ
う
。

『
改
訂
京
都
民
俗
志
』
に
は
、
源
融
の
六
条
河
原
院
に
あ
っ
た
「
　し
お
が
ま
い

塩
竃
井　
」

に
つ
い
て
諸
説
を
あ
げ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
、「
下
京
区
高
倉
通
五
条

下
ル
宗
仙
寺
（
曹
洞
宗
）
内
の
　
ま
が
き
籬　
の
井
戸
も
河
原
院
の
遺
物
と
い
い
、
や
は

り
塩
竃
井
で
あ
る
と
も
伝
え
て
い
る
。」
と
記
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
、「
玉

の
井
」
の
銘
の
あ
る
井
戸
が
、
境
内
の
社
の
　
す
す
ぎ
み
ず

漱
水　
の
そ
ば
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
が
籬
の
井
な
の
で
し
ょ
う
か
。

宗
仙
寺

六
条
院
公
園

　
ま
が
き
籬　
の
島
は
、
古
来
歌
枕
と
し
て
有
名
な
場
所
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
こ
の

シ
リ
ー
ズ
で
引
用
し
て
い
る
『
都
名
所
図
会
』
の
著
者
秋
里
籬
島
の
名
前

は
、
こ
れ
に
ち
な
ん
だ
も
の
。
源
融
の
六
条
河
原
院
に
は
、
籬
の
池
を
　し
お
が
ま

塩
竃　

の
浦
に
見
立
て
て
、
そ
の
中
に
籬
の
島
が
し
つ
ら
え
て
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
拾
遺
和
歌
集
か
ら
一
首
。

題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

卯
花
の
さ
け
る
か
き
ね
は
み
ち
の
く
の

ま
が
き
の
島
の
浪
か
と
ぞ
見
る

拾
遺
和
歌
集
巻
第
二
・
夏
・
九
〇

宗
仙
寺
の
門
前
に
は
、「
六
条
院
公
園
」。
児
童
公
園
の
名
称
に
ま
で
、
平
安
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時
代
の
残
香
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

■

東
本
願
寺
高
倉
会
館—

高
倉
学
寮

宗
仙
寺
の
南
隣
は
、
東
本
願
寺
高
倉
会
館
（
高
倉
通
六
条
上
ル
富
屋
町
）、

浄
土
真
宗
大
谷
派
の
教
学
研
究
所
で
す
。
も
と
を
た
ど
れ
ば
、
一
七
一
五
年

〔
正
徳
五
年
〕
に
　き
こ
く
て
い

枳
穀
邸　
内
に
創
設
さ
れ
た
学
舎
が
、
一
七
五
四
年
〔
宝
暦

四
年
〕
に
高
倉
魚
棚
に
移
さ
れ
、
諸
設
備
を
整
備
し
た
う
え
で
、
　
た
か
く
ら
が
く
り
ょ
う

高
倉
学
寮　

と
名
付
け
ら
れ
た
の
を
　こ
う
し

嚆
矢　
と
し
て
い
ま
す
。
高
倉
学
寮
は
、
教
学
を
研
究

す
る
た
め
の
学
僧
を
養
成
す
る
機
関
で
す
が
、
経
典
を
講
義
す
る
の
に
、
仏

書
以
外
に
広
く
古
典
籍
を
引
い
て
、
一
語
一
句
に
典
拠
を
追
求
す
る
と
い
う

や
り
方
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
講
義
方
法
は
、
必
然
的
に
国
語
学
的
な
方

法
論
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
よ
う
で
す
。
評
伝
『
東
條
義
門—

近
世
国
語
学

を
樹
立
し
た
一
人
の
学
僧—

』〔
三
木
幸
信
、
桜
楓
社
、
一
九
七
五
〕
に
詳

し
い
の
で
、
興
味
あ
る
方
は
ご
覧
く
だ
さ
い
。

こ
の
学
寮
で
学
ん
だ
　と
う
じ
ょ
う
ぎ
も
ん

東
條
義
門　
〔
一
七
八
六
〜
一
八
四
三
〕
は
、
若
狭

（
福
井
県
）
小
浜
の
学
僧
で
、
国
語
学
史
に
一
章
を
設
け
て
も
よ
い
く
ら
い

に
、
大
き
な
業
績
を
残
し
て
い
ま
す
。
　も
と
お
り

本
居　
　は
る
に
わ

春
庭　
〔
一
七
六
三
〜
一
八
二

八
〕
が
動
詞
の
活
用
を
研
究
し
て
『
　
こ
と
ば
詞　
の
　や
ち
ま
た

八
衢　
』
を
刊
行
し
た
あ
と
を
受
け

て
、
義
門
は
形
容
詞
・
助
動
詞
の
活
用
を
研
究
し
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
活
用
語

の
整
理
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
仕
事
は
、
き
わ
め
て
実
証
的
・
論

理
的
で
、
現
在
の
時
点
で
見
て
も
、
決
し
て
古
び
て
い
ま
せ
ん
。
世
界
に
誇

る
べ
き
成
果
と
し
て
、
称
揚
し
て
し
か
る
べ
き
で
す
ね
。

上
掲
の
評
伝
に
よ
れ
ば
、
義
門
は
最
晩
年
〔
一
八
四
〇
年
、
天
保
十
一
年
〕

に
、
和
語
文
法
に
関
す
る
講
述
を
高
倉
学
寮
で
お
こ
な
っ
て
お
り
、
そ
の
筆

高
倉
会
館

御
所
飴
本
舗
の
看
板

記
が
『
語
辞
林
香
記
』
と
し
て
小
浜
の
妙
玄
寺
に
残
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

現
在
の
高
倉
会
館
で
は
、
日
曜
日
ご
と
に
、
無
料
の
日
曜
講
演
が
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、
宗
教
的
な
講
演
が
主
。
そ
の
ほ
か
に
、
年
に
二
回

ほ
ど
、
市
民
講
座
が
開
か
れ
お
り
、
幅
広
い
講
師
を
呼
ん
で
、
今
日
的
な
問

題
に
関
す
る
講
演
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
高
倉
会
館
の
南
側
に
は
、
高

倉
幼
稚
園
。
元
気
な
子
供
た
ち
の
声
が
響
い
て
お
り
ま
し
た
。

高
倉
幼
稚
園
の
南
塀
に
沿
っ
た
旧
六
条
通
に
、
古
色
蒼
然
と
し
た
看
板

「
御
所
飴
本
舗
」
を
見
つ
け
ま
し
た
。
店
舗
は
三
条
通
に
あ
り
ま
す
が
、
も

と
も
と
は
こ
こ
が
本
拠
。
今
は
、
工
場
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。

高
倉
通
六
条
の
辻
に
、
　た
け
ち

高
市　
稲
荷
神
社
が
あ
り
ま
す
。
提
灯
に
は
「
梅
春
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大
明
神
・
高
市
大
明
神
・
荒
熊
大
明
神
」
と
あ
り
、
こ
の
三
柱
が
祭
神
の
よ

う
で
す
。
由
緒
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
手
入
れ
が
行
き
届
い
て
い
る
の
で
、

多
分
、
地
域
の
鎮
守
と
し
て
ま
も
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

梅
春
大
明
神
・
高
市
大
明
神
・
荒
熊
大
明
神

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

藤
田
眞
作
〔
ふ
じ
た
し
ん
さ
く
〕。
一
九
四
四
年
〔
昭
和
十
九
年
〕
北
九

州
市
生
ま
れ
。
学
生
・
大
学
助
手
と
し
て
、
十
年
間
、
京
都
で
生
活
。

工
学
博
士
を
取
得
後
、
二
十
五
年
間
、
富
士
写
真
フ
イ
ル
ム
（
株
）
足

柄
研
究
所
に
て
、
記
録
材
料
用
の
有
機
化
合
物
の
開
発
に
従
事
。
次
の

十
年
間
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
と
し
て
、
有
機
合
成
化
学
・
情

報
材
料
化
学
・
化
学
情
報
学
・
数
理
化
学
の
研
究
教
育
に
従
事
。
そ
の

か
た
わ
ら
和
菓
子
を
も
と
め
て
京
都
市
内
を
徘
徊
し
、
仁
丹
の
町
名
看

板
に
興
味
を
も
つ
。
二
〇
〇
七
年
よ
り
、
湘
南
情
報
数
理
化
学
研
究
所

(h
ttp

:/
/
x
y
m

tex
.co

m
)

を
主
宰
。

「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り
」（
第
7
回
）2008/01/20

改2008/07/13
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2008
藤
田
眞
作http://xym

tex.com


