
廿
霊
能
空
間
の
中
の
連
歌
・
続
（
四
）

｜； 
望玄
の
作
法

鈴
木
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一
句
連
歌
で
あ
れ
鎖
連
歌
で
あ
れ
、
他
人
の
詠
ん
だ
前
句
に

趣
向
を
凝
ら
し
た
付
句
を
詠
む
行
為
、
そ
れ
が
純
粋
に
遊
び
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
聞
は
、
連
歌
は
そ
の
場
限
り
の
座
興
で
あ
り
、

原
則
的
に
記
録
に
残
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
一
句
連

歌
が
（
勿
論
、
そ
の
ほ
ん
の
一
部
が
）
後
世
に
伝
わ
っ
た
の
は
、
多
分

に
偶
然
性
に
支
え
ら
れ
て
の
こ
と
と
理
解
し
て
お
く
の
が
妥
当

だ
ろ
う
。

執
筆
の
登
場

故
に
連
歌
老
、
意
識
し
て
書
き
と
ど
め
て
お
く
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
は
、
連
歌
の
歴
史
の
中
で
重
要
な
転
機
と
見
な
し
て
よ

い
。
一
句
連
歌
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
源
俊
頼
な
ど
は

か
な
り
意
識
し
て
句
を
記
録
し
て
い
た
。
ま
た
平
安
期
の
私
家

集
に
連
歌
の
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ

な
ど
も
和
歌
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
の
意
識
の
高
ま
り
が
反
映

し
て
い
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
連
歌
の
会
に
記
録
役

を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
作
品
を
残
す
と
い
う
強
い
意

志
の
反
映
と
し
て
重
要
な
意
味
老
も
つ
だ
ろ
う
。
記
録
上
、
最

も
早
い
連
歌
の
専
属
記
録
者
（
乙
れ
を
靴
訟
と
い
う
）
の
例
は
、
『
中

右
記
』
嘉
保
二
年
（
一

O
九
五
）
十
一
月
一

一十
九
日
条
に
み
ら
れ
る
、

相
一一
待
使
帰
参
一之
問
、
於
一
一下
侍
方
一連
歌
連
句
倭
漢
任
レ
意
、

宮
内
丞
蔵
人
宗
仲
執
筆
、
興
頗
入
レ
魔
欺

と
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
あ
ま
り
に
周
辺
事
情
を

窺
う
資
料
に
不
足
し
、
宗
仲
が
記
録
の
役
を
担
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
ま
で
は
判
っ
て
も
、
当
時
、
執
筆
と
呼
ば
れ
る
人
物
の
負

う
業
務
の
範
囲
や
行
動
の
細
部
ま
で
は
知
り
ょ
う
が
な
い
。
な

お
、
厳
密
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
記
載
の

「執
筆
」
が
い

し
ゅ
ひ
つ

わ
ゆ
る
連
歌
の
「
執
筆
」
で
あ
っ
た
と
言
い
切
れ
る
か
に
は
、

慎
重
を
期
す
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
単
に
、

宗
仲
が
「
筆
を
執
っ
た
」
と
い
う
事
実
在
伝
え
る
だ
け
の
記
事
、

と
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
か
ら
だ
。

た
だ
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
句
を
記
録
し
て
残
す
意
識
の
存
在
は
、

こ
の
記
事
か
ら
明
ら
か
に
窺
え
よ
う
か
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
執
筆
の
登
場
は
単
に
連
歌
に
か
か
わ
る
文
芸
意

識
の
転
換
と
い
う
だ
け
で
な
い
、
あ
る
重
要
な
別
の
転
機
に
も

な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
会
席
の
場
に
か
か
わ
る
所
作
と
身
振
り

の
様
式
化
と
い
う
点
で
あ
る
。
中
世
後
期
の
芸
能
に
お
い
て
、

会
席
の
空
間
が
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
は
、
既
に
ふ

れ
た
と
乙
ろ
（
『文
彩
』
第
五
号
掲
載
「
よ
り
あ
う
」
）
で
あ
る
が
、
そ

の
意
味
か
ら
す
れ
ば
二
条
良
基
の
連
歌
論
あ
た
り
か
ら
整
備
さ

れ
る
、
連
歌
会
席
で
の
執
筆
の
作
法
は
、
芸
能
空
間
の
中
に
あ

1 



る
連
歌
と
い
う
テ
1
マ
を
考
え
る
う
え
で
、

見
逃
し
て
は
な
ら

ぬ
問
題
で
あ
る
。
こ
の
話
題
に
つ
い
て
は
、

金
子
金
治
郎
氏

『連

歌
総
論
』
（
桜
楓
社
、
一
九
八
七
年
）〔
E
〕
「
連
歌
の
会
席
と
運
営」

が
体
系
的
な
ま
と
め
と
資
料
紹
介
の
先
鞭
を
つ
け
、
そ
れ
を
承

け
て
虞
木

一
人
氏
の

『
連
歌
の
心
と
会
席
』（
風
間
書
房
、
二
O
O六

年
）
、
ま
た
贋
木
一
人
・
松
本
麻
子
・
山
本
啓
介
の
各
氏
に
よ
る

『文

芸
会
席
作
法
書
集
｜
和
歌
・連
歌
・俳
詰
l
』
（
風
間
書
房
、
二
O
O八年）

と
い
う
資
料
集
成
も
刊
行
さ
れ
、
甚
だ
見
通
し
が
よ
く
な
っ
た
。

そ
れ
ら
先
学
の
膜
尾
に
付
し
て
一
文
を
草
す
る
以
上
、

多
少
の

工
夫
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
こ
こ
で
は
、
従
来
未
紹
介
の

新
資
料
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
他
の
作
法
書
を
参
看
し
な
が
ら
執
筆

の
作
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
新
し
い
資
料
を
扱
う
上
で
の
基
礎
的
な
手
続
き
と
し

て
、
そ
の
資
料
の
輪
郭
か
ら
述
べ
て
お
こ
う
。
偶
々
稿
者
の
蔵

に
帰
し
た
こ
の
作
法
書
は
、
外
題
も
内
題
も
な
い
全
十
四
丁
の

小
冊
。
表
紙
は
新
し
く
、
極
く
近
年
に
添
え
ら
れ
た
も
の
と
見

え
る
。
但
し
本
文
の
写
し
は
相
応
に
古
い
も
の
の
よ
う
で
、
江

戸
初
期
以
前
の
写
と
見
て
よ
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る。

一
丁
目
表

の
冒
頭
に
は
、

文
安
元
年
二
月
廿
五
日

侍
北
野
之
会
所
連
謂
之

執
筆
之
法
儀
条
々
在
口
伝

と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
ず
は
こ
れ
を
信
ず
る
な
ら
ば、

北
野
の

連
歌
会
所
に
伝
わ
る
執
筆
作
法
の
秘
伝
在
、文
安
元
年
（
一
四
四
四
）

に
受
け
た
も
の
と
想
定
で
き
る

（l
）
。
北
野
天
満
宮
に
あ
っ
た
連

歌
会
所
の
創
設
時
期
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
だ
が
、

『俳
文
学
大
辞
典
』（角
川
書
店、

一九
九
五
年
）
「
北
野
会
所
」
の
項
（奥

田
勲
氏
執
筆）

が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
満
済
准
后
日
記
』
に
よ
れ
ば
、

永
享
三
年

（一

四
三
一
）
に
は
将
軍
義
教
が
こ
の
「
会
所」

で
連
歌

会
を
行
っ

て
い
る
。
こ
こ
に
統
括
者
と
し
て
の
奉
行
が
置
か
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
、
記
録
上
で
は
文
安
五
年
に
宗
瑚
が
任
ぜ

ら
れ
た
の
を
曙
矢
と
す
る
。
す
る
と

「
文
安
元
年
」
は
い
か
に

も
古
い
が
、

執
筆
の
作
法
は
必
ず
し
も
連
歌
奉
行
の
登
場
を
待

つ
必
要
も
な
い
こ
と
で
、
当
時
の
資
料
と
見
な
す
こ
と
を
積
極

的
に
否
定
す
る
根
拠
は
な
い
。

一
応
の
め
や
す
と
し
て
年
号
は

把
握
し
て
お
け
ば
よ
か
ろ
う
。
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全体は二十五条から成り、執筆作法以外の記事も含

まれるが、いま仮に冒頭の記載をふまえ『執筆之法儀』

と仮称しておく。執筆のふるまいに関わる記事に注目

しながら、その内容を追っていこう。まずはその第一

条から。

さにハ定先第
てわてひ、〕文 一
名れ警ざ硯右台、
をた ま之之の座

（ばの寝づ方人所敷
〔なむ くに々ヘ ニ
〕が人寄べてによ吉
内さをあし右ーる〕
はじ む り、之礼べし
員箇 な 、則手をき寄

し是扇をいに膜
所 くを在ったは之
に 一ぬきし、事
学 手反きて、縁
る な可 γし 致さよ

推定本宅 詩也 文ーでりばら ム 礼 文 敷

あ 説爪て、台の居之

以 め γ 文も内
下 ム℃ミ 置」 L口A 乙レ〈べ

同 のヘ入
~ た べま寄時

に Lヘニも

会
席
の
座
敷
に
入
る
と
こ
ろ
か
ら
、
早
く
も
そ
の
摸
が
厳
し

く
と
が
め
ら
れ
る
。
敷
居
の
内
に
入
る
時
に
左
右
に
一
礼
は
当

然
の
所
作
と
し
て
、
文
台
の
前
で
も
脆
い
て
の
一
礼
が
求
め
ら

れ
る
。
そ
の
後
、
扇
を
抜
い
て
文
台
の
脇
に
置
く
と
あ
り
、
扇

を
持
参
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
同
様
の
所
作
に
つ
い
て
、

『宗

祇
執
筆
次
第
』
に
も

「
・
：
貴
人
の
御
座
候
は
ぬ
方
よ
り
指
寄
り

着
座
し
候
て
、
扇
を
抜
き
我
が
右
の
方
に
何
と
な
く
置
候
て
」

と
記
さ
れ
て
い
る
（
2
）

O

連
歌
会
席
の
絵
画
資
料
の
一
つ
と
し
て
名
高
い
大
英
博
物
館

蔵

『猿
の
草
子
』
で
は
、
連
衆
の
面
々
が
扇
を
手
に
し
て
い
る

姿
が
見
ら
れ
る
（
3

）

0

連
歌
の
会
に
は
必
須
の
携
帯
品
と
な
っ
て

い
た
よ
う
だ
（
但
し
、

『猿
の
草
子
』
の
描
く
会
で
、
執
筆
が
扇
を
携
え
て

い
た
か
ど
う
か
、
絵
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
文
台
横
に
、
そ
れ

と
判
る
よ
う
に
扇
は
描
か
れ
て
い
な
い
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
連
歌
会
席
に

扇
は
っ
き
、
も
の
で
、
そ
れ
が
故
に

『会
席
二
十
五
禁
』
の
一
条

に
「
扇
繁
く
聞
き
使
ふ
事
」
な
ど
と
、
禁
止
事
項
に
掲
げ
ら
れ

た
り
、
も
す
る
。

『宗
祇
執
筆
次
第
』
で
も
「
扇
を
抜
き
我
が
右
の

方
に
何
と
な
く
置
候
て
：
・
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
般
に
執

筆
も
扇
を
携
え
て
い
た
ら
し
い
。

さ
て
乙
乙
で
「
秘
歌
」
一
首
が
詠
じ
ら
れ
る
。
歌
意
は
、
「
私

を
頼
り
と
す
る
人
の
期
待
を
虚
し
く
す
る
よ
う
な
乙
と
が
あ
れ

ば
、
こ
の
天
が
下
に
我
が
名
を
流
し
、
喧
伝
す
る
こ
と
な
ど
す

ま
い
」
、
と
い
う
も
の
。
こ
れ
は
天
神
の
神
詠
と
さ
れ
る
も
の
で
、

道
真
仮
託
歌
集
の
一
本

『菅
家
御
集
』
（
書
陵
部
蔵
、
武
井
和
人
氏

『中

世
和
歌
の
文
献
学
的
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
九
年
）
等
に
も
見
ら
れ
る
。

天
神
の
加
護
老
約
束
す
る

「秘
歌
」
の
吟
詠
を
も
っ
て
始
ま
る

と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
北
野
の
会
所
に
相
応
し
い
の
だ
が
、

乙
こ
で
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
小
林
幸
夫
氏

が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
天
神
講
式
」
に
お
い
て
も
、
乙
の
歌
、
か
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朗
唱
さ
れ
た
ら
し
い
と
い
う
事
情
だ

2
0

ま
ず
講
式
の
「
講
」
と
は
「
経
文
を
分
か
り
ゃ
す
く
説
く
こ
と
、

お
よ
び
そ
れ
が
行
わ
れ
る
場
の
こ
と
」
で
、

「
式
」
は

「
そ
の
会

を
進
め
る
た
め
の
次
第
や
作
法
」
を
指
す
。
ご
く
簡
単
に
そ
の

次
第
を
記
し
て
お
く
な
ら
ば
、
本
尊
（
多
く
の
場
合
は
画
像
と
さ
れ
る）

に
向
か
っ
て
伽
陀
（
仏
教
歌
謡
の

一
種
）
を
唱
え
つ
つ
礼
拝
す
る
惣

礼
に
始
ま
り
、
表
白
や
式
文
の
読
請
と
い
っ
た
作
法
ヘ
進
む
の

だ
が

（5
）、
北
野
天
満
宮
に
蔵
さ
れ
る
「
天
神
講
式
」
は
そ
の
式

文
の
一
つ
。
そ
こ
に
は
、
多
少
表
現
を
異
に
す
る
が

「わ
れ
た

の
む
人
を
む
な
し
く
な
す
な
ら
ば
天
下
に
て
名
を
や
な
が
さ
ん
」

の
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
表
現
で
あ
れ
ば
、
「
私
を
頼

り
と
す
る
人
の
期
待
を
虚
し
く
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば、

こ
の
天
が
下
に
不
名
誉
な
名
を
流
す
こ
と
と
な
ろ
う
」
の
意
と

な
る
、
も
の
の
、
趣
旨
は
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
。

こ
れ
も
小
林
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
延
徳
二
年
（
一
四
九
O
）

に
は
北
野
で
天
神
講
に
続
け
連
歌
が
張
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
こ
の
当
時
、
確
実
に
天
神
講
と
天
神
法
楽
の
連
歌
が

融
合
し
つ
つ
あ
っ
た
状
況
は
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
。
天
神
講
は
、

竹
内
秀
雄
氏
『
天
満
宮
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
）
に
よ
れ
ば
、

鎌
倉
中
期
頃
に
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
蔵
の
『
天
神
講
式
』
奥
書
か
ら
、
元
久
元
年
（
二

δ
四
）

頃
に
は
講
式
が
で
き
て
い
た
と
す
る
菅
野
扶
美
氏
の
見
解
も
あ

る（
6
）
。
記
録
上
で
も
、
永
和
三
年
（

一三
七
七
）
に
は
確
認
で
き

る
（
『九
条
家
歴
世
記
録
』
正
月
廿
五
日
条
）

こ
と
か
ら
、
そ
の
起
こ
り

は
当
然
そ
れ
よ
り
も
、
湖
る
。
控
え
め
に
見
て
も
鎌
倉
中
期
以
前

と
い
う
の
は
穏
当
な
推
測
で
あ
り
、
天
神
法
楽
連
歌
の
流
行
よ

り
は
先
ん
じ
て
い
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
執
筆
の
唱
え
る
秘
歌
も

天
神
講
の
式
文
か
ら
の
影
響
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、

式
や
読
請
さ
れ
る
式
文
は
常
に
一
様
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

道
真
の
伝
承
歌
を
載
せ
る
「
天
神
講
式
」
の
成
立
年
代
を
確
定

さ
せ
て
お
く
こ
と
が
手
続
き
上
必
要
で
は
あ
ろ
う
が
、
執
筆
の

秘
歌
と
な
る
以
前
か
ら
講
式
の
場
で
詠
ぜ
ら
れ
て
い
た
と
考
え

て
誤
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
、
本
尊
（
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
天
神
像
で
あ
る
）

を
前
に
し
て
句
を
詠
み
あ
げ
百
韻
を
進
行
さ
せ
て
い
く
そ
の
次

第
か
ら
し
て
、
多
分
に
講
式
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
法
楽
連
歌
が
発

想
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
、

天
神
法
楽
連
歌
と
は
儀
礼
の

一
種
あ
る
い
は

一
部
と
み
な
す
こ

と
が
可
能
だ
。
北
野
で
の
天
神
講
と
法
楽
連
歌
の
融
合
が
確
認

で
き
る
よ
り
も
以
前
応
永
年
聞
に
は
、
天
神
講
に
続
け
て
連
歌

を
張
行
す
る
こ
と
が
、
醍
醐
寺

（
『
満
済
准
后
日
記
』）
や
大
和
の
染

田
天
神
社

（山
内
洋

一
郎
『
染
田
天
神
連
歌
研
究
と
資
料
』
和
泉
書
院
、

二
O
O
一
年
）
で
常
態
化
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
記
録
で
確
認

で
き
る
よ
り
も
早
く
か
ら
、
北
野
で
も
両
者
は
一

体
化
に
向
け

て
動
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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諸
神
影
向

話
題
を
戻
そ
ヲ
っ
。

文
台
へ
の
着
座
ま
で
を
述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
旦
大
き
く

跳
ん
で
二
十
四
項
に
移
り
、
大
事
な
記
事
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
他
の
執
筆
作
法
に
は
言
及
の

な
い
内
容
な
の
だ
が
、
執
筆
と
い
う
役
目
や
、
彼
が
着
座
す
る

文
台
と
い
う
道
具
、
か
、
会
席
空
間
の
中
で
ど
の
よ
う
な
空
気
を

帯
び
て
い
た
か
を
知
る
上
で
、
興
味
深
い
事
実
を
教
え
て
く
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

廿
四

文
台
之
左
ニ
ハ
諸
神
諸
仏
影
向
な
ら
せ
給
ふ
な
れ
ば
、
左
よ
り

は
よ
る
ま
じ
く
候
、
乍
去
右
之
方
に
貴
人
お
は
し
ま
す
事
あ
ら

ば
、
左
ニ
よ
り
て
も
く
る
し
か
ら
ず
候
、
是
は
奥
之
儀
な
り
、

能
々
可
心
得
也
、
又
執
筆
、
茶
酒
を
の
ま
ん
ず
る
時
、
文
台
之

上
よ
り
取
事
不
可
有
候
、
右
の
方
よ
り
う
け
取
て
右
の
方
へ
す

こ
し
か
た
ふ
て
可
呑
な
り

右
に
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
敷
居
の
内
に
入
り
文
台
に
向
か
う

際
の
作
法
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
気
を
つ
け
る
べ
き
点
と
し
て
、

着
座
の
際
に
文
台
の
左
か
ら
寄
っ
て
い
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
文
台

の
左
に
は
諸
神
や
諸
仏
が
影
向
な
ら
せ
給
う
か
ら
と
説
く
。
「
影

向
」
と
は
、

「神
ノ
来
臨
ヲ
、
ヤ
ウ
ガ
ウ
ト
云
ゾ
」
（
龍
谷
大
学
本

『謡

「
高
砂
」
、
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
『
う
た
ひ
せ
う
調
語
秒

』
思
文

閣
出
版
）
と
の
説
明
が
端
的
に
表
す
ご
と
く
、

神
の
来
臨
で
あ
る。

会
席
空
間
の
中
に
あ
っ
て
、

文
台
と
は
神
の
寄
り
ま
す
聖
な
る

呪
具
で
あ
り
、
執
筆
の
席
と
は
聖
な
る
場
で
あ
っ

た
と
い
う
、

秘
め
ら
れ
た
事
実
を
こ
の
記
事
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
来
よ
り
知
ら
れ
て
い
る
連
歌
作
法
書
の
中
で
、
右
の
記
述

と
か
か
わ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
の
は、

『用
心
抄
』
の

次
の
箇
所
で
あ
る
。

一
、
連
歌
興
行
に
付
て
、
座
烈
せ
し
む
る
時
、
執
筆
に
撰
ば

れ
な
ん
事
、
い
み
じ
き
大
事
な
る
べ
し
。
辞
す
る
に
所
な

く
し
て
座
を
た
ち
、
文
台
の
前
に
向
ふ
に
は
先
本
尊
の
左

の
方
よ
り
少
座
中
ヘ
礼
を
し
て
着
座
す
べ
し
。

抄
』
巻
一
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（
書
陵
部
蔵
本
）

先
に
も
参
照
し
た

『宗
祇
執
筆
次
第
』
に
は
、

「
い
づ
か
た
に
で

も
候
ヘ
、

貴
人
の
御
座
候
は
ぬ
方
よ
り
指
し
寄
り
着
座
し
候
ひ

て
」
と
、

貴
人
を
樺
る
べ
き
こ
と
は
記
さ
れ
る
が
、
文
台
の
左

右
を
問
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し

『用
心
抄
』
で
は
、
「
文

台
の
前
に
向
」
か
う
折
の
作
法
と
し
て
、
「
本
尊
の
左
の
方
よ
り
」

一
座
に
向
か
っ
て
礼
を
す
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
。

単
に
「
左
」
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
だ
け
で
、

一
見

し
た
と
こ
ろ
両
者
の
文
脈
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
お
り
、
こ
と
さ

ら
左
右
の
指
示
だ
け
で
二
つ
の
資
料
老
怒
意
的
に
結
び
つ
け
よ

う
と
し
て
い
る
か
の
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ



も
、
執
筆
の
作
法
は
時
代
に
よ
っ
て
も
変
化
を
生
じ
よ
う
し
、

会
席
ご
と
に
も
微
妙
に
異
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
故
に
、
諸
資
料
の
記
述
を
同
じ
地
平
に
並
べ
て
解
読
す
る

こ
と
に
は
、
必
ず
し
も
合
理
性
は
な
い
。
し
か
も
『
用
心
抄
』

を
普
通
に
読
め
ば
、
座
中
ヘ
向
け
て
の
礼
の
場
所
を
指
示
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
着
座
に
際
し
て
の
文
台
の
左
右
と
は
関
係

カ
な
し

だ
が

『
用
心
抄
』
の
文
章
は
、
そ
の
云
わ
ん
と
す
る
状
況
を

正
確
に
把
握
し
よ
う
と
思
う
と
、
存
外
に
難
解
な
の
で
あ
る
。

回
り
道
の
よ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
ず
は
先
の
記
述
を
丁

寧
に
読
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
は
じ
め
の
一
文
は
、
「
連

歌
の
興
行
に
お
い
て
座
に
つ
ら
な
る
時
、
執
筆
に
選
ば
れ
る
の

は
、
こ
の
上
な
い
大
事
な
の
だ
」
と
い
う
。
即
ち
事
前
に
執
筆

が
決
ま
っ
て
い
る
会
で
は
な
く
、
当
座
に
お
い
て
執
筆
が
指
名

さ
れ
る
事
例
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
蛇
足
な
が

ら
、
「
座
烈
」
は
「
座
列
」
と
の
表
記
が
一
般
的
だ
ろ
う
が
、
意

味
は
『
日
葡
辞
書
』
が
端
的
に
記
す
よ
う
に
「
N
R
2・
N
g
s
E

Z
ロ
E
S
E－
（
座
敷
に
連
な
る
と
こ
と
。

さ
て
、
次
の
一
文
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
執
筆
に
選

ば
れ
た
後
の
所
作
で
あ
る
。
「
辞
す
る
に
所
な
く
し
て
座
を
た
ち
」

と
は
、
（
執
筆
に
選
ば
れ
た
上
は
）
辞
退
の
余
地
な
く
座
を
立
つ
べ
し
、

と
の
意
味
。
室
町
軍
記

『明
徳
記
』
の
上
巻
冒
頭
近
く
に
、
「
上

意
ト
シ
テ
仰
下
サ
ル
＼

上
ハ
辞
申
ニ
処
ナ
シ
」
（
書
陵
部
本
、
和
田

英
道
氏

『明
徳
記
校
本
と
基
礎
的
研
究
』
笠
間
書
院
）
と
あ
る
の
が
参
考
と

な
る
。
続
い
て
問
題
の
箇
所
「
文
台
の
前
に
向
ふ
に
は
先
本
尊

の
左
の
方
よ
り
少
座
中
ヘ
礼
を
し
て
着
座
す
べ
し
」
だ
が
、
指

名
さ
れ
た
執
筆
は
座
を
立
ち
文
台
の
前
に
向
か
う
。
そ
の
際
に

本
尊
の
左
か
ら
軽
く
一
座
の
面
々
に
向
け
て
一
礼
し
、
そ
れ
か

ら
着
座
せ
よ
と
い
う
意
味
で
よ
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
こ
こ
で

は
本
尊
と
文
台
と
の
位
置
関
係
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
が
鍵
と

な
る
。

会
席
と
本
尊

そ
の
前
に
、

な
し
。『執

筆
之
法
儀
』
に
は
本
尊
に
か
か
わ
る
記
事
は
出
て
こ
な
い

が
、
北
野
の
連
歌
会
所
で
あ
れ
ば
通
常
は
天
神
の
影
向
が
期
待

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
乙
れ
よ
り
や
や
時
代
の
下

る
資
料
と
な
る
が

『当
風
連
歌
秘
事
』
で
は
「
天
神
名
号
と
絵

像
と
は
、
会
席
に
よ
り
て
何
を
可
レ
掛
ぞ
や
、
如
何
」
と
の
聞
に
、

答
云
、
御
会
に
よ
り
て
名
号

・
絵
像
可
一
一相
替
一
。
又
他
社

の
法
楽
に
は
、
其
神
を
か
け
・

ま
ず
は
本
尊
の
こ
と
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
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（
『
連
歌
論
集
四
』
三
弥
井
書
店
）

と
答
え
て
お
り
、
実
際
に
は
会
席
の
条
件
に
よ
り
変
わ
っ
て
く

る
。
そ
れ
故
に
影
向
す
る
神
も
「
諸
神
諸
仏
」
と
幅
を
も
っ
て

記
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
『当
風
連
歌
秘
事』

に
も
あ
る
よ



う
に
、
室
町
期
に
は
連
歌
の
会
席
に
は
床
に
「
天
神
名
号
」
等

の
軸
を
本
尊
と
し
て
掛
け
る
こ
と
が
通
例
化
し
て
い
た
。
文
安

年
間
よ
り
前
だ
が
、
応
永
年
間
の
末
か
ら
永
享
に
か
け
て
、
西

暦
で
い
え
ば
一
四
二

0
年
代
後
半
か
ら
一
四
三

O
年
の
あ
た
り

の
伏
見
宮
家
で
の
連
歌
会
の
記
録
に
よ
る
と
、
本
尊
と
し
て
天

神
名
号
を
飾
る
習
慣
が
定
着
し
て
い
た
よ
う
な
の
で
（
『看
聞
日
記
』

参
照
）
、
北
野
の
会
所
に
お
い
て
も
名
号
か
天
神
画
像
を
掲
げ
る

の
が
習
い
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
勿
論
、
会

席
の
設
え
は
常
に
一
様
と
は
限
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
北
野
の
神
へ
の
信
仰
の
篤
い
貞
成
親
王
（
7
）
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、
北
野
の
連
歌
会
所
の
作
法
に
倣
っ
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
。

本
尊
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
さ
な
い
『
執
筆
之
法
儀
』
に
つ

い
て
は
後
で
考
え
る
と
し
て
、
『
用
心
抄
』
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ

る
と
、
執
筆
は
文
台
に
着
座
す
る
前
に
ま
ず
本
尊
の
左
か
ら
礼

を
す
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
座
中
へ
の
礼
は
、

『執

筆
之
法
儀
』
で
は
第
一
項
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
縁
か
ら
上
が
る

時
点
で
行
う
よ
う
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
想
定
し
て
い
る
状
況

が
そ
も
そ
も
違
う
の
は
事
実
だ
。
だ
が
疑
問
な
の
は
、
こ
こ
で

注
意
を
促
し
て
い
る
の
は
、
単
に
本
尊
の
左
横
か
ら
一
礼
を
な

し
、
そ
れ
か
ら
文
台
に
着
け
と
い
う
手
順
の
こ
と
だ
け
な
の
で

あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

『用
心
抄
』
は

先
の
引
用
に
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

又
未
硯
を
な
を
さ
ず
し
て
文
台
の
上
に
置
事
あ
る
べ
し
。

し
か
あ
ら
ん
時
は
右
方
よ
り
座
に
な
を
り
た
ら
ん
も
不
苦
。

本
座
の
便
に
し
た
が
ふ
べ
し
。

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
文
台
の
上
に
硯
が
置
い
た
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
場
合
の
指
示
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
右
方
か

ら
着
座
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
。
座
に
直
る
（
N
ω
E

S
S
E－
）
と
は
、
「
座
敷
の
中
の
自
分
の
席
に
着
く
、
も
し
く
は

移
る

9
0
3町、

shushQ急
E
S
～
史
的
号
き

N
S凡
主
ト
）
」
乙
と
（
『
日

葡
辞
書
』
Z
2
3
の
項
）
。
執
筆
に
と
っ
て
「
自
分
の
席
（

hg

宮
内
司
）
」
と
は
、
他
な
ら
ぬ
文
台
を
前
に
し
た
位
置
で
あ
る
。
即
ち
、

文
台
に
硯
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
場
合
と
い
う
例
外
を
想

定
し
、
そ
の
時
に
は
「
右
方
」
か
ら
着
座
し
て
も
よ
い
と
記
し

て
い
る
の
だ
が
、
何
の
右
側
か
ら
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
普
通
に
読
め
ば
、
文
台
の
右
か
ら
廻
っ
て
座
に
着
け

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
直
前
の
文
章
で
は
本

尊
の
左
か
ら
礼
を
せ
よ
と
云
っ
て
お
り
、
話
の
趣
旨
が
か
み
合

わ
な
い
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
本
尊
の
右
か
ら
「
座
に
な
、
伊
こ

る
と
い
う
の
も
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
ど
う
も
『
用
心
抄
』
の

こ
の
辺
り
の
記
述
に
は
、
振
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら

な
し
。ひ

と
ま
ず
後
半
の
記
事
内
容
か
ら
確
認
し
て
お
く
と
、
「
未

（
だ
）
硯
を
な
を
さ
ず
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
『
文
芸
会
席
作
法

書
集
』
の
脚
注
（
松
本
麻
子
氏
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
硯
が
文
台

の
右
下
に
ま
だ
降
ろ
さ
れ
て
い
な
い
状
況
を
述
べ
て
い
る
と
理

7 



解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
な
を
す
」
と
は
、
標
準
的
な
意
味
で
は
「
物

を
他
の
場
所
ヘ
移
す
（
ミ
ミ
当

E
S
E
G
S
S
E－刊号・）」（
『日
葡

辞
書
』

zs。F
E
h
s
u
こ
と
。
よ
り
文
脈
に
即
す
る
な
ら
ば
、

細
川
三
斎
奥
書
を
有
す
る
茶
湯
伝
書

『数
寄
聞
書
』
の
例
の
よ

う
に
、
あ
る
べ
き
場
所
ヘ
移
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

台
子
に
て
茶
を
立
ル
次
第
、
先
水
こ
ぼ
し
を
お
ろ
し
て
勝

手
の
方
左
に
置
也
、
水
こ
ぼ
し
の
中
の
蓋
置
取
出
し
水
こ

ぼ
し
の
先
ニ
置
、
さ
て
ひ
さ
く
を
ぬ
き
て
蓋
置
の
上
ニ
置

く
、
其
後
茶
入
茶
碗
を
一
度
に
お
ろ
し
て
水
指
の
前
ニ
置

合
候
市
茶
入
の
袋
そ
取
な
り
、
茶
碗
を
い
つ
も
茶
立
ル
所

へ
な
を
し
て
、
其
後
茶
入
の
袋
を
取
な
り

（三丁裏、

『細
川
家
永
青
文
庫
叢
刊
は
芸
道
秘
書
集
』
汲
古
書
院
）

引
用
箇
所
で
は
、
台
子
か
ら
茶
入
と
と
も
に
一
度
降
ろ
し
た

茶
碗
は
い
っ
た
ん
水
指
の
前
に
置
か
れ
た
あ
と
、
改
め
て
茶
を

た
て
る
位
置
に
置
き
直
す
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
連
歌
の
会
席

に
お
い
て
硯
が
本
来
あ
る
べ
き
場
所
は
、
文
台
の
上
、
さ
も
な

け
れ
ば
執
筆
か
ら
見
て
文
台
の
右
下
以
外
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
「
し
か
あ
ら
ん
時
」
と
は
文
台
の
右
下
に
硯
が
置

か
れ
て
い
な
い
時
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
乙
の
時
、
「
右
方
よ
り

座
に
な
お
」
る
の
も
問
題
な
い
と
い
う
の
は
、
硯
が
置
か
れ
て

い
な
い
の
で
文
台
の
右
側
か
ら
廻
っ
て
席
に
着
い
て
構
わ
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

前
半
は
、
乙
れ
に
対
応
す
る
記
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は

ず
だ
。
と
な
れ
ば
、
普
段
は
文
台
の
左
側
か
ら
廻
り
執
筆
の
席

に
着
く
べ
き
も
の
、
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
乙
こ
に
、
本
尊
の

近
く
か
ら
す
る
座
中
へ
の
礼
の
話
題
が
介
在
し
た
た
め
に
起
き

た
混
乱
が
、
『
用
心
抄
』
を
解
り
に
く
く
さ
せ
て
い
る
よ
う
だ
。

だ
が
問
題
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
通
常
は
左
か
ら
廻
っ
て
文
台

の
前
に
着
座
せ
よ
と
い
う
指
示
は
、
『
執
筆
之
法
儀
』
と
は
、
ま

さ
に
反
対
の
指
示
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

『執
筆
之
法
儀
』
が
「
左
よ
り
は
寄
る
ま
じ
く
候
」
と
い
う
時
、

こ
れ
も
文
台
に
着
座
し
た
執
筆
の
側
か
ら
見
て
の
左
で
あ
る
こ

と
は
動
く
ま
い
。

「酒
茶
を
飲
ま
ん
と
す
る
」
時
に
は
文
台
の
上

か
ら
は
受
け
取
ら
ず
、
「
右
の
方
よ
り
」
受
け
取
る
よ
う
に
と
い

う
指
示
は
、
や
は
り
執
筆
の
座
っ
た
側
か
ら
の
視
点
で
あ
る
か

ら
だ
。

一
方
の
『
用
心
抄
』
は
、
執
筆
の
着
座
の
作
法
（
文
台
の

左
か
ら
の
着
座
）
は
硯
に
主
た
る
要
因
が
あ
る
か
の
書
き
ぶ
り
で
、

そ
も
そ
も
『
執
筆
之
法
儀
』
が
説
く
よ
う
な
諸
神
諸
仏
の
影
向

な
ど
全
く
念
頭
に
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
文

脈
の
違
い
、
あ
る
い
は
場
・
時
代
・
人
的
環
境
の
違
い
等
々
、

説
明
の
仕
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
が
、
一
つ
だ
け
注
意
し

て
お
き
た
い
の
は
、
右
か
ら
廻
ろ
う
が
左
か
ら
廻
ろ
う
が
ど
ち

ら
で
も
よ
さ
そ
う
な
執
筆
着
座
の
作
法
が
、

『用
心
抄
』
に
も
強

く
影
を
落
と
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。

再
び
『
用
心
抄
』
の
前
半
記
事
に
戻
る
が
、
執
筆
の
為
す
べ

き
ふ
る
ま
い
が
理
解
し
づ
ら
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
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う
に
、
座
中
ヘ
礼
を
す
る
場
所
の
問
題
と
、
文
台
の
左
右
い
ず

れ
の
側
、
そ
通
っ
て
着
座
す
べ
き
か
の
問
題
と
が
、
未
整
理
に
接

合
さ
れ
て
し
ま
っ
た
文
章
の
問
題
（
新
た
に
知
ら
れ
た
一
伝
本
、
熊
本

大
学
寄
託
永
青
文
庫
蔵
本
を
も
っ
て
し
で
も
、
こ
こ
の
記
述
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ

た
が
）
も
あ
る
の
だ
が
、
も
う
一
つ
に
は
本
尊
と
文
台
と
の
位
置

関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。

会
席
図
と
の
照
応

本
尊
と
文
台
と
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
絵
画
資

料
が
端
的
に
示
し
て
く
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
常
に
固
定
的

か
と
い
う
と
必
ず
し
も
判
然
と
は
し
な
い
。
あ
く
ま
で
参
考
と

し
て
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
は
先
に
も
ふ
れ
た

『
猿
の
草
子
』
在

確
認
し
て
お
こ
う
。

画
面
正
面
に
文
台
に
着
座
し
た
猿
千
代
丸
が
描
か
れ
、
そ
の

奥
の
壁
面
は
見
え
な
い
。
画
面
右
を
見
る
と
座
敷
飾
り
の
花
、
か

生
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
草
子
の
詞
に
あ
る
「
花
は
貨
秋
の

船
に
い
く
べ
し
」
に
対
応
し
て
い
る
。
「
貨
秋
の
船
」
と
は
岡
見

正
雄
氏
の
解
説
（
『
在
外
奈
良
絵
本
』
角
川
書
店
、
一
九
八
一
年
）
に
あ
る

よ
う
に
、
武
野
紹
鴎
所
持
の
花
入
れ
の
名
。
当
時
相
当
に
名
の

通
っ
た
名
物
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
草
子
の
調
に
よ

れ
ば
「
み
が
き
付
の
座
敷
を
か
ざ
り
、
天
神
の
名
号
に
三
具
足

と
り
そ
ヘ
、
・
：
」
と
あ
り
、
天
神
名
号
と
三
具
足
も
こ
の
座
敷

を
飾
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
自
ず
と
推
測
さ
れ
る
の
は
、
猿
千

代
丸
の
背
後
の
見
え
な
い
壁
面
に
そ
れ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
。
即
ち
、
本
尊
の
前
に
執
筆
の
席
が
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

な
お
「
み
が
き
付
（
冨
百
2
5
2
0）
」
と
は
、
片
付
け
る
こ
と
、

き
れ
い
に
磨
き
上
げ
る
（
h
S
M
U
R
Eロミ
S
S
Eミ
）
こ
と
。
も

し
く
は
金
箔
を
押
す
（

b
g可
号
待
”
宣
言
）
意
（
『
日
葡
辞
書
』
）
。
金

子
金
治
郎
氏
は

「
図
に
は
見
え
な
い
が
、
奥
に
衝
立
乃
至
扉
風

（
垣
）

を
立
て
る
「
見
か
き
付
の
座
敷
」
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と

さ
れ
る
（
「
連
歌
の
会
席
と
運
営
」
）
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
確
か

に
『
正
徹
物
語
』
に
、

仮
令
、
床
押
板
に
和
尚
の
三
鋪
一
対
、
古
銅
の
三
具
足
置

き
て
、
み
が
き
つ
け
の
扉
風
な
ど
立
て
た
る
座
敷
の
体
の

様
に
、
和
漢
の
兼
ね
た
る
は
伏
見
院
の
展
筆
な
り
。
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（
角
川
文
庫
）

と
い
う
喰
え
が
あ
る
よ
う
に
、
「
み
が
き
つ
け
の
扉
風
」
を
立
て

た
座
敷
と
い
う
の
も
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
こ

こ
は
き
れ
い
に
片
付
け
磨
き
立
て
た
座
敷
の
意
で
も
通
る
よ
う

に
思
う
（
8）
0

あ
る
い
は
、
「
み
が
き
つ
け
」
の
扉
風
そ
の
他
で

華
麗
に
装
飾
老
凝
ら
し
た
座
敷
で
も
よ
い
。

連
歌
会
席
の
画
証
と
な
る
も
の
と
し
て
は
右
の
草
子
が
最
も

古
い
よ
う
だ
が
、
江
戸
時
代
に
入
れ
ば
ま
さ
し
く
北
野
社
社
頭

の
内
の
連
歌
会
所
の
会
席
図
が
、
愛
知
県
長
円
寺
蔵
「
祇
園
・

北
野
社
遊
楽
図
扉
風
」
に
よ
り
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
も
文
台



は
本
尊
の
前
に
描
か
れ
る
。
乙
の
他
に
は
、
島
津
忠
夫
氏
の
注

目
さ
れ
た
島
原
角
屋
の

「邸
内
遊
楽
図
」
扉
風
（
「
島
原
角
屋
蔵
邸

内
遊
楽
図
二
曲
一
隻

i
連
歌
会
席
と
謡
稽
古
の
図
」
、

『連
歌
俳
譜
研
究
』

一
九
八
六
年
）
が
、
江
戸
初
期
の
会
席
の
様
を
伝
え
名
高
い
が
、
渡

唐
天
神
の
軸
そ
掛
け
た
床
の
間
の
前
に
執
筆
と
文
台
が
描
か
れ

て
お
り
、
や
は
り
執
筆
が
本
尊
を
背
に
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

あ
る
い
は
こ
れ
も
金
子
氏
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
江
戸
中
期
と

さ
れ
る
「
与
喜
天
神
祭
礼
図
」
、
更
に
時
代
の
下
る
『
厳
島
図
会』

が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
絵
画
資
料
か
ら
は
い
ず
れ
も
本
尊
の
前
に

執
筆
の
席
が
設
け
ら
れ
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
様

子
が
窺
わ
れ
る

2
0

念
を
押
す
よ
う
だ
が
、
会
席
の
様
が
常
に
一
様
で
あ
っ
た
と

は
限
ら
な
い
。
絵
画
資
料
の
時
代
的
制
約
も
あ
る
。
故
に
そ
れ

ら
も
、
あ
く
ま
で
参
考
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
だ
が
、
『
用
心
抄
』

や
『
執
筆
之
法
儀
』
の
記
述
を
理
解
す
る
上
で
は
、
や
は
り
こ

れ
ら
絵
画
資
料
が
一不
す
よ
う
に
、
文
台
は
本
尊
の
前
に
置
か
れ

て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
文
台
の
左
に
影

向
す
る
神
と
は
、
普
通
に
考
え
れ
ば
本
尊
と
し
て
壁
面
に
掲
げ

ら
れ
た
神
に
他
な
ら
ず
、
本
尊
か
ら
か
け
離
れ
た
位
置
に
文
台

が
置
か
れ
て
い
て
は
神
仏
の
影
向
を
実
感
し
づ
ら
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
又
、
文
台
へ
の
着
座
の
作
法
と
本
尊
の
脇
か
ら
の

挨
拶
と
が
混
在
し
て
記
さ
れ
る

『用
心
抄
』
の
記
事
も
、
こ
の

よ
う
な
位
置
関
係
に
お
い
て
こ
そ
納
得
で
き
る
も
の
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
多
少
資
料
の
深
読
み
を
す
る
な
ら
ば
、
『用
心
抄
』
が

執
筆
の
着
座
の
作
法
に
つ
い
て
記
す
に
際
し
て

「本
尊
の
左
」

を
強
調
し
て
い
た
の
も
、

『執
筆
之
法
儀
』
が
記
す
よ
う
な
神
の

影
向
の
意
識
が
引
き
継
が
れ
て
い
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
。
即

ち
本
尊
の
左
に
立
つ
て
の
礼
は
、

一
座
に
向
け
て
の
挨
拶
と
同

時
に
神
の
影
向
を
迎
え
る
儀
礼
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。
少
な
く
と
も
絵
画
資
料
か
ら
窺
わ
れ
る
連
歌
会
席

の
配
置
か
ら
は
、
執
筆
の
位
置
が
本
尊
と
の
関
係
に
お
い
で
ほ

ぼ
固
定
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
時
代
を
超
え
た
一
貫
性
を

も
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

感
応さ

て
、
着
座
ま
で
で
か
な
り
の
手
聞
を
く
っ
て
し
ま
っ
た
。

『執

筆
之
法
儀
』
に
は
、
こ
の
後
ま
だ
墨
の
磨
り
方
な
ど
細
か
に
し

る
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
概
ね
前
掲
の
諸
作
法
書
に

よ
っ
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
内
容
と
変
わ
ら
な
い
。
省
略
と
し

て
お
こ
う
。
た
だ
し

「
筆
を
執
る
」
と
題
し
た
以
上
、
せ
め
て

一
文
字
く
ら
い
は
懐
紙
に
書
く
の
を
見
と
ど
け
ね
ば
な
る
ま
い
。

執
筆
作
法
の
書
と
は
や
や
違
っ
た
位
相
の
資
料
で
は
あ
る
が
、

『
塵
荊
紗
』

と
い
う
本
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
室
町
時
代
の
武
家

の
中
で
も
知
識
人
階
層
の
、
雑
多
な
教
養
の

一
隅
を
反
映
し
た

内
容
を
有
し
た
書
物
で
あ
る
。
そ
の
巻
五
に
は
連
歌
に
か
か
わ

ハU
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る
様
々
な
事
項
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
天
神
信
仰

と
の
濃
密
な
交
流
を
説
く
記
事
が
あ
る
。
た
と
え
一
句
二
句
の

言
い
捨
て
で
あ
ろ
う
と
、
一
折
の
懐
紙
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ら

は
「
北
野
ノ
御
宝
殿
」
に
現
出
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
故
、

連
歌
に
は
「
不
レ
詣
協
一
一
神
慮
一
（
詣
で
ず
し
て
神
慮
に
協
ふ
）
」
他
の

十
徳
が
あ
る
こ
と
（
北
野
天
満
宮
蔵
『
連
歌
十
徳
』
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
内
容
）

を
記
し
た
後
、
同
書
は
、

然
バ
賦
ト
云
字
ヲ
書
給
ヘ
バ
、
天
満
天
神
は
其
座
ニ
降
臨

シ
、
大
小
ノ
神
祇
、
冥
道
ハ
騒
人
墨
客
ノ
頭
ベ
ニ
移
リ
、

其
感
応
ヲ
垂
給
ヘ
リ
。

と
い
う
。
連
歌
懐
紙
の
初
め
に
記
さ
れ
る
、
賦
物
の
「
賦
」
の
字
、

執
筆
の
筆
が
こ
の
一
字
を
記
し
た
途
端
、
た
ち
ま
ち
に
神
の
感

応
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『
執

筆
之
法
儀
』
末
尾
に
も
、
「
賦
」
字
の
記
載
と
神
々
を
結
び
つ
け

る
口
伝
が
重
々
し
げ
に
記
さ
れ
て
い
る
（
図
版
2
参
照
。
京
都
大
学
、

谷
村
文
庫
本
『
連
歌
秘
書
』
に
も
類
似
の
図
が
あ
る
）
。
な
る
ほ
ど
、
執
筆

の
ふ
る
ま
い
は
厳
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。

主ム三日（l
）
北
野
天
満
宮
に
は
、
社
頭
の
「
内
の
連
歌
会
所
」
と
北
野
の
馬
場

に
あ
っ
た
「
日
連
歌
所
」
と
、

二
つ
の
連
歌
会
所
が
存
在
し
た
が
、
乙
の

執
筆
作
法
が
記
す
「
会
所
」
は
「
内
の
連
歌
会
所
」
と
見
て
よ
い
。
北
野

に
二
つ
の
会
所
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
竹
内
秀
雄
氏

『
天
満
宮
』
（
吉
川
弘
文
館
、

一九
六
八
年
）
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
菅
野
扶
美
氏
「
空
間
か
ら
見
る
北
野

天
神
信
仰
の
特
徴
」
（
瀬
田
勝
哉
氏
『
変
貌
す
る
北
野
天
満
宮
中
世
後
期
の
神
仏
の

世
界
』
平
凡
社
、
二
O
一
五
年
）
が
豊
富
な
資
料
に
よ
り
詳
細
な
考
証
を
し
て

い
る
。

（2
）
引
用
は
『
文
芸
会
席
作
法
書
集
』
に
拠
っ
て
い
る
。
以
下、

『
会
席

二
十
五
禁
』
『
用
心
抄
』
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。

（3
）
『猿
の
草
子
』
は
奈
良
絵
本
国
際
研
究
会
議
編

『在
外
奈
良
絵
本
』
（
角

川
書
店
、
一
九
八
一
年
）
に
全
面
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
連
歌
会
席
の
図
を

参
照
す
る
に
は
贋
木
一
人
氏
『
連
歌
の
心
と
会
席
』
（
風
間
書
房
、
二
O
O六年）

の
口
絵
が
便
利
で
見
や
す
い
。

（4
）
小
林
幸
夫
氏
『
説
話
と
俳
譜
連
歌
の
室
町
歌
と
雑
談
の
伝
承
世
界
』

（
三
弥
井
書
店
、
二
O
二
ハ
年
）
第
三
部
第
四
章
「
神
事
と
連
歌
説
話
」

（5
）
以
上
、
『
岩
波
仏
教
辞
典
第
二
版
』
（
岩
波
書
店
、
二
O
O
二
年
）
の
「
講

式
」
の
項
在
参
照
し
ま
と
め
た
。

（6
）
菅
野
扶
美
氏
「
『
北
野
天
神
縁
起
』
と
『
天
神
講
式
』
の
作
者
圏

史
料
編
纂
所
蔵
「
天
神
講
式
』
奥
書
に
み
る
憂
殊
院
と
天
神
信
仰
再
編
l
」
（
山
田
昭

全
氏
編
『
中
世
文
学
の
展
開
と
仏
教
』
お
う
ふ
う
、
二
O
O
O年）

1
1ム

噌
E
A

（
7
）
拙
著

『室
町
連
環
中
世
日
本
の
「
知
」
と
空
間
』
（
勉
誠
出
版
、

二
O
一
四
年
）
第
四
部
二
「
室
町
前
期
の
北
野
信
仰
と
伏
見
宮
」
参
照
。
名

号
と
は
神
の
名
を
記
し
た
も
の
。
今
日
に
至
る
ま
で
数
多
く
の
遺
品
が
伝

わ
る
が
、
「
南
無
天
満
大
自
在
天
神
」
等
と
記
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
京

都
国
立
博
物
館
編

『北
野
天
満
宮
神
宝
展
』
つ

δ
O
一f
）
二
O
O
二
年
）
、
鎌

倉
国
宝
館
編
『
官
公
仰
賛
｜
中
世
東
国
の
天
神
像
l
』
（
一
九
九
三
年
）
等



の
図
録
に
よ
り
、
室
町
期
の
天
神
名
号
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（8
）
な
お
、
角
川
文
庫
版

『正
徹
物
語』

の
校
注
者
で
あ
る
小
川
剛
生

氏
は
、
こ
こ
の
「
み
か
き
つ
け
」
は
「
金
箔
銀
箔
を
張
り
付
け
た
装
飾
」

と
取
っ
て
お
り
、
金
子
氏
の
い
う

「見
垣
付
」
と
は
異
な
る
。
金
子
氏
が

ど
の
よ
う
な
理
解
で
、
ど
の
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
て
こ
の
よ
う
な
字
を

当
て
て
説
明
し
て
い
た
の
か
、

厳
密
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
。

（9
）
「
祇
園
・北
野
遊
楽
図
扉
風
」
は
図
録

『
日
酔
静
一一
天
神
さ
ま
の
美
術
』

（N
H
K
ほか、
二
O
O
一
年
）
、
「
邸
内
遊
楽
図
」
は
島
津
忠
夫
氏

『能
と
連
歌
』

（
一
九
九
O
年
、
和
泉
書
院
）
の
口
絵
老
、
「
与
喜
天
神
祭
礼
図
」
は
図
録

『初

瀬
に
ま
す
は
与
喜
の
神
垣
与
喜
天
満
神
社
の
秘
宝
と
神
像
』
（
奈
良
国
立
博
物

館
、
二
O
一一

年
。
な
お
、

上
記
『
天
神
さ
ま
の
美
術
』
に
も）
、
『
厳
島
図
会
』

は
版
本
地
誌
大
系
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
し
た
。
な
お
、

『厳

島
図
会
』
で
は
天
神
像
や
名
号
で
は
な
く
神
棚
の
ご
と
き
も
の
の
前
に
執

筆
が
描
か
れ
て
い
る
。
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【図版2】




