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　（第
一
四
四
段
）

　栂
尾
の
上
人
、
道
を
過
ぎ
給
け
る
に
、
河
に
て
馬
洗
ふ
男
、「
あ
し
〳
〵
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、
上
人
立
ち
と
ま
り
て
、「
あ
な
尊
や
、
宿
執
開
発
の
人
か
な
。

阿
字
〳
〵
と
唱
ふ
る
ぞ
や
。
い
か
な
る
人
の
御
馬
ぞ
。
余
り
に
尊
く
覚
ゆ
る

は
」
と
尋
ね
給
け
れ
ば
、「
府
生
殿
の
御
馬
に
候
」
と
答
へ
け
り
。

　「こ
は
め
で
た
き
こ
と
か
な
。
阿
字
本
不
生
に
こ
そ
あ
な
れ
。
う
れ
し
き
掲

焉
を
も
し
つ
る
か
な
」
と
て
、
感
涙
を
拭
は
れ
け
る
と
ぞ
。

　
　（第
一
四
五
段
）

　御
随
身
秦
の
重
躬
、
北
面
の
下
野
入
道
信
願
を
、「
落
馬
の
相
あ
る
人
な
り
。

能
〻
慎
み
給
へ
」
と
言
ひ
け
る
を
、
い
と
ま
こ
と
し
か
ら
ず
思
ひ
け
る
に
、
信

願
、
馬
よ
り
落
ち
て
死
に
に
け
り
。
道
に
長
じ
ぬ
る
一
言
、
神
の
ご
と
し
と
人

思
へ
り
。

　さ
て
、「
い
か
な
る
相
ぞ
」
と
人
の
問
ひ
け
れ
ば
、「
極
め
て
桃
尻
に
し
て
、

沛
艾
の
馬
を
好
み
し
か
ば
、
此
相
を
負
ほ
せ
侍
き
。
い
つ
か
は
申
誤
り
た
る
」

と
ぞ
言
ひ
け
る
。

　
　（第
一
四
六
段
）

　明
雲
座
主
、
相
者
に
あ
ひ
た
ま
ひ
て
、「
お
の
れ
、
も
し
兵
杖
の
難
や
あ
る
」

と
尋
ね
給
け
れ
ば
、
相
人
、「
ま
こ
と
に
そ
の
相
お
は
し
ま
す
」
と
申
。「
い
か

な
る
相
ぞ
」
と
尋
ね
給
け
れ
ば
、「
傷
害
の
恐
れ
お
は
し
ま
す
ま
じ
き
御
身
に

て
、
仮
に
も
か
く
お
ぼ
し
よ
り
て
尋
ね
給
ふ
、
こ
れ
既
に
そ
の
危
み
の
き
ざ
し

な
り
」
と
申
け
り
。

　は
た
し
て
、
箭
に
当
り
て
失
せ
給
に
け
り
。

　
　（第
一
四
七
段
）

「
灸
治
、
あ
ま
た
所
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
神
事
に
汚
れ
あ
り
」
と
い
ふ
事
、
近
く

人
の
言
ひ
出
せ
る
な
り
。
格
式
に
も
見
え
ず
と
ぞ
。

　
　（第
一
四
八
段
）

　四
十
以
後
の
人
、
身
に
灸
を
加
へ
て
三
里
を
焼
か
ざ
れ
ば
、
上
気
の
事
あ
り
。

か
な
ら
ず
灸
す
べ
し
。

　
　（第
一
四
九
段
）

徒
然
草
つ
れ
づ
れ
読
み
（
一
）

─
第
一
四
四
段
か
ら
第
一
四
九
段
ま
で

─

浅

見
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鹿
茸
を
鼻
に
当
て
て
嗅
ぐ
べ
か
ら
ず
。
小
さ
き
虫
あ
り
て
、
鼻
よ
り
入
て
、
脳

を
食
む
と
い
へ
り
。

�

（
久
保
田
淳
校
注
『
徒
然
草
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
よ
り
。
一
部
変
改
）

は
じ
め
に

　
徒
然
草
を
読
ん
で
い
て
、
扱
い
に
困
る
章
段
は
少
な
く
な
い
。
無
常
に
言
及

し
た
段
、
人
事
、
生
活
に
言
及
し
た
段
、
四
季
折
々
の
景
物
に
言
及
し
た
段
な

ど
、
古
典
の
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る
章
段
は
数
多
い
。
こ
れ
ら
の
著
名
な

章
段
は
読
解
に
あ
た
っ
て
、
一
応
読
み
手
と
し
て
の
視
座
を
設
け
る
こ
と
は
あ

る
程
度
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
段
を
除
い
て
、
ど
う
読
ん
だ
ら
い
い

の
か
、
作
者
兼
好
の
意
図
は
奈
辺
に
あ
る
か
な
ど
を
考
え
る
と
、
は
た
と
立
ち

往
生
し
て
し
ま
う
章
段
も
少
な
く
な
い
。「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
の
序
段

よ
り
二
四
三
段
ま
で
の
各
段
を
お
し
な
ら
べ
て
見
る
と
、
意
味
不
明
、
意
図
不

明
の
章
段
は
実
の
と
こ
ろ
か
な
り
多
く
、
過
半
を
超
え
る
。

　
著
名
な
章
段
を
取
り
上
げ
て
、
徒
然
草
を
論
ず
る
の
は
別
に
間
違
っ
て
い
る

と
は
思
わ
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
有
意
義
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し

問
題
と
し
た
い
の
は
、
そ
れ
以
外
の
ほ
と
ん
ど
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
な
多
く
の

章
段
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
い
諸
段
に
、
焦

点
を
あ
て
て
、
兼
好
の
想
い
に
で
き
る
限
り
近
づ
き
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の

ね
ら
い
で
あ
る
。

一

　
手
始
め
に
第
一
四
四
段
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
栂
尾
の
上
人
、
道
を
過
ぎ
給
け
る
に
、
河
に
て
馬
洗
ふ
男
、「
あ
し
〳
〵
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、
上
人
立
ち
と
ま
り
て
、「
あ
な
尊
や
、
宿
執
開
発
の
人

か
な
。
阿
字
〳
〵
と
唱
ふ
る
ぞ
や
。
い
か
な
る
人
の
御
馬
ぞ
。
余
り
に
尊

く
覚
ゆ
る
は
」
と
尋
ね
給
け
れ
ば
、「
府
生
殿
の
御
馬
に
候
」
と
答
へ
け

り
。

　「
こ
は
め
で
た
き
こ
と
か
な
。
阿
字
本
不
生
に
こ
そ
あ
な
れ
。
う
れ
し

き
掲
焉
を
も
し
つ
る
か
な
」
と
て
、
感
涙
を
拭
は
れ
け
る
と
ぞ
。

�

（
一
四
四
段
）

栂
尾
上
人
明
恵
に
ま
つ
わ
る
話
で
、
馬
を
洗
っ
て
い
た
男
が
「
あ
し
〳
〵

（
足
々
？
）」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
明
恵
の
耳
に
は
「
阿
字
〳
〵
」
と
聞
こ
え
た
。

明
恵
は
そ
の
場
に
立
ち
止
ま
り
、
馬
の
持
主
の
名
を
聞
く
。
男
が
「
府
生
殿
の

御
馬
に
候
」
と
答
え
る
と
、
そ
れ
が
明
恵
に
は
「（
阿
字
）
本
不
生
」
と
い
う

唱
え
言
に
聞
え
た
。
明
恵
は
感
動
し
、
感
涙
に
む
せ
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

純
粋
、
無
垢
な
精
神
を
持
ち
続
け
た
明
恵
の
人
と
な
り
を
浮
か
び
上
が
せ
る
よ

う
な
話
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
。

　
徒
然
草
で
馬
と
高
僧
と
い
う
取
り
合
わ
せ
で
い
え
ば
、
す
ぐ
一
〇
六
段
が
思

い
浮
か
ぶ
。

「
高
野
の
証
空
上
人
（
誰
で
あ
る
か
は
不
明
）」
が
馬
で
京
都
に
向
か
っ
て
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い
る
時
、
細
道
で
女
の
乗
っ
た
馬
と
擦
れ
違
っ
た
。
上
人
の
馬
子
は
口
取

り
を
失
敗
し
、
上
人
の
馬
を
堀
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
上
人

は
激
し
く
憤
り
、「
こ
は
稀
有
の
狼
藉
か
な
。
四
部
の
弟
子
は
よ
な
、
比

丘
よ
り
は
比
丘
尼
は
劣
り
、
比
丘
尼
よ
り
優
婆
塞
は
劣
り
、
優
婆
塞
よ
り

優
婆
夷
は
劣
れ
り
。
か
く
の
ご
と
く
の
優
婆
夷
な
ど
の
身
に
て
、
比
丘
を

堀
へ
蹴
入
れ
さ
す
る
。
未
曾
有
の
悪
行
な
り
」
と
口
を
極
め
て
の
の
し
っ

た
。
し
か
し
、
馬
子
は
何
を
い
わ
れ
た
か
分
か
ら
な
い
。「
え
こ
そ
聞
き

知
ら
ね
」
と
い
う
と
、
上
人
は
さ
ら
に
「
何
と
言
ふ
ぞ
、
非
修
非
学
の

男
」
と
声
を
荒
立
て
て
罵
倒
す
る
が
、
上
人
は
ハ
ッ
と
気
付
い
て
「
極
ま

り
な
き
放
言
し
つ
」
と
思
い
、
馬
を
返
し
て
逃
げ
帰
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。

　
末
尾
に
付
さ
れ
た
兼
好
の
評
言
は
「
尊
か
り
け
る
諍い
さ
か

ひ
な
る
べ
し
」。
兼
好

は
口
取
り
の
男
を
の
の
し
っ
た
「
証
空
上
人
」
を
、
決
し
て
非
難
も
批
判
も
し

て
い
な
い
。
批
判
し
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
「
尊
か
り
け
る
諍
ひ
」
と

い
っ
て
い
る
通
り
、
こ
と
の
い
き
さ
つ
は
と
も
か
く
、
怒
り
、
の
の
し
り
、
そ

し
て
自
ら
の
未
熟
さ
に
突
然
気
が
付
き
、
そ
の
場
か
ら
逃
げ
去
っ
た
「
証
空
」

の
純
心
さ
が
む
し
ろ
印
象
に
残
る
。
そ
れ
と
同
時
に
わ
け
の
分
か
ら
な
い（
？
）

上
人
の
淀
み
な
く
取
り
連
ね
た
悪あ
っ

口こ
う

の
言
葉
の
美
事
さ
も
妙
に
耳
に
残
る
。
わ

け
の
分
か
ら
な
い
言
葉
と
は
か
え
っ
て
不
思
議
な
美
し
さ
を
伴
う
も
の
だ
。
兼

好
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
何
か
感
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

　
徒
然
草
中
に
は
馬
に
関
わ
る
章
段
が
意
外
に
も
多
い
。
兼
好
家
集
に
は
、

夏
野
ゆ
く
手
馴
れ
の
駒
の
む
ね
わ
け
に
な
づ
む
ば
か
り
も
し
げ
る
草
哉

�

（
二
一
三
）

と
い
っ
た
乗
馬
に
練
達
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
歌
も
あ
る
が
、
こ

れ
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
徒
然
草
に
は
前
掲
の
二
段
に
加
え
て
、
賀
茂
の
競
べ
馬
（
四
一

段
）、
木
幡
山
で
喧
嘩
を
売
っ
て
惨
事
を
招
い
た
馬
引
き
の
男
（
八
七
段
）、
説

経
師
を
め
ざ
し
て
ま
ず
馬
芸
を
習
い
始
め
た
法
師
（
一
八
八
段
）、
乗
馬
の
名

人
安
達
泰
盛
の
話
（
一
八
五
段
）、
馬
芸
の
秘
伝
を
伝
え
て
い
た
吉
田
某
の
話

（
一
八
六
段
）
な
ど
枚
挙
に
遑
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　
兼
好
自
身
も
巻
末
近
く
の
二
三
八
段
の
七
つ
の
自
讃
譚
の
冒
頭
で
最
勝
光
院

の
辺
り
で
馬
を
走
ら
せ
る
男
の
姿
を
見
て
、
落
馬
を
予
見
し
た
話
が
あ
る
ほ
ど
、

兼
好
は
馬
に
関
わ
る
知
見
、
技
術
に
は
ひ
そ
か
に
自
負
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の

か
と
思
わ
れ
る
。
兼
好
の
考
え
で
は
、

養
ひ
飼
ふ
物
に
は
、
馬
、
牛
。
繋
ぎ
苦
し
む
る
、
痛
ま
し
け
れ
ど
、
無
く

て
叶
は
ぬ
物
な
れ
ば
、
い
か
ゞ
せ
ん
。�

（
一
二
一
段
）

と
そ
の
必
要
性
を
あ
っ
さ
り
認
め
て
い
る
し
、
こ
れ
に
続
く
、
次
の
段
で
、

弓
射
、
馬
乗
る
事
、
六
芸
に
出
せ
り
。
必
是
を
窺
ふ
べ
し
。�（
一
二
二
段
）

と
、
人
と
し
て
必
須
の
要
件
に
馬
芸
を
挙
げ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
兼
好
は
馬
芸
に
関
心
が
高
か
っ
た
。
知
識
も
深
か
っ
た
。
情
報
も
多
か
っ
た
。

乗
馬
技
術
も
高
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
兼
好
は
結
構
馬
好
き
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
賀
茂
の
競
べ
馬
に
足
を
運
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
し
、
馬
の
世

話
を
す
る
馬
子
の
掛
け
声
に
耳
傾
け
た
明
恵
の
話
に
も
何
か
心
惹
か
れ
る
も
の

が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
兼
好
は
や
は
り
馬
好
き
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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さ
て
次
を
見
よ
う
。

　
こ
の
明
恵
の
話
に
続
く
一
四
五
段
は
、
随
身
秦
重し
げ

躬み

と
い
う
人
物
が
北
面
の

武
士
下
野
入
道
信
願
を
見
て
、「
落
馬
の
相
」
が
あ
る
と
占
っ
た
と
こ
ろ
、
果

た
し
て
馬
か
ら
落
ち
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
観
相
話
に
続
く

の
が
明
雲
座
主
の
兵
杖
の
難
で
あ
る
（
一
四
六
段
）。
明
雲
は
源
平
争
乱
期
の

天
台
座
主
、
法
住
寺
合
戦
で
落
命
し
た
高
僧
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　
明
雲
が
あ
る
時
、
相
人
に
兵
杖
の
難
の
有
無
を
聞
う
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
訊

ね
る
こ
と
こ
そ
が
遭
難
の
相
と
い
わ
れ
、
は
た
し
て
箭
に
当
っ
て
死
ん
で
し

ま
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
一
四
五
段
、
一
四
六
段
が
観
相
の
話
で
共
通
し
て

い
る
こ
と
は
、
云
う
を
俟
た
な
い
が
、
実
は
明
雲
の
話
に
も
馬
が
か
ら
ん
で
い

る
。

　
平
家
物
語
（
巻
八
・
法
住
寺
合
戦
）
で
は
、

天
台
座
主
明
雲
大
僧
正
、
寺
の
長
吏
円
慶
法
親
王
も
御
所
（
＝
法
住
寺

殿
）
に
参
り
こ
も
ら
せ
給
ひ
た
り
け
る
が
、
黒
煙
す
で
に
を
し
か
け
け
れ

ば
、
御
馬
に
召
し
て
急
ぎ
川
原
へ
出
で
さ
せ
給
ふ
。
武
士
ど
も
さ
む
〴
〵

に
射
た
て
ま
つ
る
。
明
雲
大
僧
正
・
円
慶
法
親
王
も
、
御
馬
よ
り
射
落
さ

れ
て
、
御
頸
と
ら
れ
さ
せ
給
ひ
け
り
。

　
と
そ
の
横
死
の
さ
ま
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
慈
円
の
愚
管
抄
で
は
明
雲
に
侍
し
て
い
た
者
の
証
言
と
し
て
、

　
我
カ
タ
メ
タ
ル
方
、
落
チ
ヌ
ト
聞
テ
、
御
所
ニ
候
ケ
ル
ガ
、
長
絹
ノ
衣

ニ
香
ノ
袈
裟
ゾ
着
タ
リ
ケ
ル
、
輿
舁
キ
モ
何
モ
カ
ナ
ハ
デ
、
馬
ニ
乗
セ
テ

弟
子
少
々
具
シ
テ
、
蓮
花
王
院
ノ
西
ノ
築
地
ノ
際
ヲ
南
ザ
マ
ヘ
逃
ケ
ル
ニ
、

ソ
ノ
程
ニ
テ
多
ク
射
カ
ケ
ゝ
ル
矢
ノ
、
鞍
ノ
後シ
ヅ
ワ輪
ノ
上
ヨ
リ
腰
ニ
立
タ
リ

ケ
ル
ヲ
、
後
ヨ
リ
引
抜
キ
ケ
ル
。
括
リ
目
ヨ
リ
血
流
レ
テ
出
デ
ケ
リ
。
サ

テ
南
面
ノ
末
ニ
田
井
ノ
ア
リ
ケ
ル
所
ニ
テ
馬
ヨ
リ
落
ニ
ケ
リ
。
武
者
ド
モ

弓
ヲ
引
キ
ツ
ゝ
追
行
キ
ケ
リ
。�

（
巻
五
）

明
雲
は
頸
を
取
ら
れ
、
そ
の
頸
は
西
洞
院
川
に
打
ち
棄
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
慈
円
は
事
件
の
関
係
者
や
目
撃
者
の
話
を
よ
く
聞
き
取
っ
て
い
た
。
徒
然
草

に
は
、慈

鎮
和
尚
、
一
芸
あ
る
者
を
ば
下
部
ま
で
召
し
置
き
て
、
不
便
に
せ
さ
せ

給
ひ
け
れ
ば
、
此
信
濃
入
道
を
扶
持
し
給
け
り
。�

（
二
二
六
段
）

と
い
う
平
家
物
語
成
立
に
関
わ
る
重
要
な
章
段
が
あ
る
が
、
こ
こ
な
ど
は
そ
の

好
例
で
あ
ろ
う
。
明
雲
の
最
期
は
乗
馬
中
に
射
落
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
明
恵
と
馬
飼
い
の
男
の
会
話
（
一
四
四
段
）、
落
馬
の
相
を
言
い
あ
て
た
随

身
の
話
（
一
四
五
段
）、
明
雲
の
馬
上
死
の
相
（
一
四
六
段
）
と
連
続
す
る
三

話
は
“
馬
”
に
連
な
る
一
連
話
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

三

　
で
は
、
こ
の
三
話
は
“
馬
”
の
繋
が
り
と
い
う
こ
と
だ
け
で
い
い
の
だ
ろ
う

か
。
兼
好
に
し
て
は
、
い
さ
さ
か
単
純
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。

　
明
恵
上
人
の
逸
話
を
集
め
た
明
恵
上
人
伝
記
で
は
、

我
は
相
人
と
云
ふ
者
の
持
つ
な
る
相
書
を
見
ね
ど
も
、
大
概
仏
祖
の
御
詞

の
末
を
以
て
、
推
し
て
人
を
も
相
す
る
に
、
十
が
八
九
は
違
は
ず
侍
り
。

と
、
明
恵
が
占
相
を
も
良
く
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。「
十
が
八
九
」

は
当
る
と
明
恵
は
自
ら
云
っ
て
い
た
ら
し
い
。「
あ
し
〳
〵
」「
府
生
殿
」
と
い

う
平
凡
な
言
葉
に
、
崇
高
な
語
感
を
感
じ
取
っ
た
明
恵
に
は
観
相
の
ち
か
ら
も
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あ
っ
た
。
兼
好
は
明
恵
に
少
な
か
ら
ず
関
心
を
持
っ
て
い
た
。

家
居
の
つ
き
〴
〵
し
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
そ
、
仮
の
宿
り
と
は
思
へ
ど
、

興
あ
る
物
な
れ
。�

（
一
〇
段
）

と
い
う
徒
然
草
の
一
文
は
明
恵
の
、

タ
ビ
ノ
空
カ
リ
ノ
ヤ
ド
リ
ト
ヲ
モ
ヘ
ド
モ
ア
ラ
マ
ホ
シ
キ
ハ
コ
ノ
ス
マ
ヰ

カ
ナ�

（
明
恵
上
人
集
、
15
）

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
兼
好
は
清
貧
、
清
僧
と
し
て
の

明
恵
に
ひ
そ
か
に
尊
崇
の
気
持
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
明
恵
に
は
観

相
の
技
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
兼
好
は
頭
の
ど
こ
か
で
思
い
浮
か
べ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
の
落
馬
死
を
占
相
し
た
随
身
秦
重
躬
が
「
い
つ
か

は
申
誤
り
た
る
」
と
い
っ
た
言
葉
と
、
明
恵
が
い
っ
た
「
人
を
も
相
す
る
に
、

十
が
八
九
は
違
は
ず
侍
り
」
と
い
う
言
葉
は
何
と
な
く
似
て
い
る
。

　
さ
て
自
ら
「
兵
杖
の
難
」
の
有
無
を
相
人
に
訊
ね
た
明
雲
座
主
、
は
た
し
て

人
相
見
の
い
う
通
り
、
馬
に
乗
っ
て
逃
げ
る
途
中
、
矢
で
射
落
と
さ
れ
て
落
命

し
た
。
愚
管
抄
の
慈
円
に
よ
れ
ば
、
明
雲
は
快
修
と
座
主
職
を
争
っ
て
、
合
戦

と
な
り
、
比
叡
山
東
塔
の
五
仏
院
か
ら
西
塔
ま
で
の
間
で
、
四
十
八
人
殺
害
さ

せ
た
。「
ス
ベ
テ
積
悪
多
カ
ル
人
ナ
リ
」（
愚
管
抄
・
五
）
と
そ
の
悪
行
ぶ
り
が

披
露
さ
れ
て
い
る
。

　
馬
飼
い
の
男
の
言
葉
に
感
動
し
た
明
恵
上
人
と
、
政
事
、
権
力
、
政
争
に
深

く
関
わ
っ
て
い
っ
た
明
雲
僧
正
、
清
僧
明
恵
に
対
し
て
、「
積
悪
」
の
明
雲
、

近
接
す
る
二
つ
の
話
は
対
照
的
で
さ
え
あ
る
。
明
恵
上
人
の
さ
わ
や
か
さ
に
対

し
て
、
明
雲
僧
正
の
話
に
は
何
と
な
く
後
味
の
悪
さ
が
の
こ
る
。

　
馬
の
連
想
、
占
相
の
連
想
で
明
恵
か
ら
明
雲
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
た
。
清
僧

明
恵
は
ま
た
観
相
も
得
意
と
し
て
い
た
。
政
僧
明
雲
の
死
は
占
相
に
よ
っ
て
予

見
さ
れ
て
い
た
。
明
恵
と
明
雲
、
二
人
の
高
僧
の
人
格
と
運
命
は
き
わ
だ
っ
て

描
か
れ
て
い
る
。

四

　
明
雲
の
横
死
（
一
四
六
段
）
に
続
く
一
四
七
段
以
下
は
短
小
な
章
段
が
続
く
。

　「
灸
治
、
あ
ま
た
所
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
神
事
に
汚
れ
あ
り
」
と
い
ふ
事
、

近
く
人
の
言
ひ
出
せ
る
な
り
。
格
式
に
見
え
ず
と
ぞ
。�

（
一
四
七
段
）

　
四
十
以
後
の
人
、
身
に
灸
を
加
へ
て
、
三
里
を
焼
か
ざ
れ
ば
、
上
気
の

事
あ
り
。
か
な
ら
ず
灸
す
べ
し
。�

（
一
四
八
段
）

　
鹿
茸
を
鼻
に
当
て
て
嗅
ぐ
べ
か
ら
ず
。
小
さ
き
虫
あ
り
て
、
鼻
よ
り
入

て
、
脳
を
食
む
と
い
へ
り
。�

（
一
四
九
段
）

　
灸
治
な
ら
び
に
身
体
の
保
全
に
関
わ
る
話
で
、
三
話
の
連
関
は
明
白
で
あ
る
。

徒
然
草
に
は
医
療
、
医
術
に
関
わ
る
話
が
結
構
多
い
。

　
め
な
も
み
と
い
ふ
草
あ
り
。
く
ち
は
み
に
さ
ゝ
れ
た
る
人
、
彼
草
を
揉

み
て
付
け
ぬ
れ
ば
す
な
は
ち
癒
ゆ
。
と
り
て
を
く
べ
し
。�

（
九
六
段
）

　「
風
に
当
り
、
湿
に
臥
し
て
、
病
を
神
霊
に
訴
ふ
る
、
愚
か
な
る
人
な

り
」
と
医
書
に
言
へ
る
が
ご
と
し
。�

（
一
七
一
段
・
部
分
）

と
あ
る
通
り
、
兼
好
は
医
術
、
医
書
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。「
医
書
に

言
へ
る
」
と
は
神
農
本
草
経
の
序
に
、

自
ら
百
痾
の
本
を
致
し
、
咎
を
神
霊
に
怨
む
か
。
風
に
当
り
湿
に
臥
し
て
、

反
つ
て
他
人
に
失
覆
に
責
む
る
は
、
皆
癡
人
な
り
。

と
あ
る
の
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
「
め
な
も
み
と
い
ふ
草
」
は
徒
然
草
寿
命
院
抄
が
、

メ
ナ
モ
ミ
と
云
草
、
説
々
不
同
、
豨
薟
、
地
菘
、
天
名
精
、
鶴
虱
、
以
上

今
世
俗
訓
也
。

と
い
う
通
り
各
説
あ
っ
て
、
実
際
に
ど
の
草
を
さ
す
の
か
不
明
で
あ
る
。
康
頼

本
草
に
、

鶴
虱
　
味
苦
平
有
小
毒
、
和
女
奈
毛
美

と
あ
る
如
く
、
多
く
の
本
草
書
に
収
載
さ
れ
、
蛇
の
解
毒
剤
と
し
て
広
く
知
ら

れ
て
い
た
。

　
兼
好
自
身
は
直
接
の
医
療
関
係
者
で
は
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、
医
術

に
関
す
る
知
識
は
並
で
な
く
、
多
く
の
医
書
を
通
覧
し
、
該
博
な
知
識
を
持
っ

て
い
た
よ
う
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、

文
武
医
の
道
、
ま
こ
と
に
欠
け
て
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。

�
（
一
二
二
段
・
部
分
）

人
皆
病
あ
り
。
病
に
侵
さ
ぬ
れ
ば
、
そ
の
愁
へ
、
忍
び
が
た
し
。
医
療
を

忘
る
べ
か
ら
ず
。�

（
一
二
三
段
・
部
分
）

の
ご
と
く
、
医
薬
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
兼
好
は
た
び
た
び
言
及
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、

良
き
友
、
三
つ
あ
り
。
一
に
は
、
物
く
る
ゝ
友
。
二
に
は
、
医
師
。
三
に

は
、
智
恵
あ
る
友
。�

（
一
一
七
段
）

と
「
良
き
友
」
の
一
つ
に
医
師
を
数
え
上
げ
る
ほ
ど
医
療
の
位
置
づ
け
は
、
き

わ
め
て
高
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
意
外
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
四
七
段
、
一
四
八
段
に
見
ら
れ
る
灸
治
は
か
つ

て
は
穢
れ
で
あ
っ
た
。
灸
治
に
際
し
て
膿
血
が
出
る
か
ら
で
あ
る
。
兼
好
と
ほ

ぼ
同
時
代
の
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
二
月
に
成
っ
た
文
保
記
に
は
、

加
レ
灸
之
人
、
七
日
、
居
レ
灸
之
人
、
三
日
穢
也
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
室
町
期
の
成
立
と
さ
れ
る
触
穢
問
答
に
は
、

一
問
、
灸
治
ノ
穢
如
何
。
答
。
灸
三
ヶ
所
マ
デ
ハ
大
社
宮
寺
共
不
惮
之
。

四
ヶ
所
ニ
及
バ
惮
之
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
徒
然
草
の
「
灸
治
、
あ
ま
た
所
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
神
事
に

汚
れ
あ
り
」（
一
四
七
段
）
と
い
う
記
述
と
概
ね
符
合
す
る
。

　
し
か
し
、
兼
好
は
こ
の
説
に
は
い
さ
さ
か
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
近

く
人
の
言
ひ
出
せ
る
な
り
。
格
式
に
も
見
え
ず
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
。
続
く
一
四
八
段
で
「
四
十
以
後
の
人
」
が
灸
治
の
時
、「
三
里
」
を

焼
か
な
い
と
「
上
気
」
す
る
の
で
、
必
ず
焼
け
と
も
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

す
る
と
、
兼
好
は
灸
治
を
否
定
し
て
い
な
い
。
灸
治
に
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
肯

定
的
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
三
里
に
灸
を
据
え
な
い
こ
と
、
上
気
す
る
と
い
う
考
え
方
は
梶
原
性
全
の
万

安
方
（
一
三
一
五
年
成
立
）
に
、

明
堂
云
、
人
年
三
十
已
上
、
若
不
レ
灸
二
三
里
一
、
令
二
気
上
衝
一レ
目
、
三
里

所
二
下
一レ
気
也
。

と
、
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
三
里
に
灸
す
る
こ
と
は
必
要
だ
っ
た
。
そ
の
考

え
方
は
現
代
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

五

　
施
灸
の
二
つ
の
段
に
続
く
一
四
九
段
は
鹿ろ
く
じ
ょ
う茸
の
話
で
あ
る
。
鹿
茸
と
は
初

夏
の
こ
ろ
、
新
し
く
生
え
て
く
る
鹿
の
角
の
こ
と
で
、
そ
の
形
状
か
ら
袋
角
と
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も
い
わ
れ
る
。
万
葉
集
に
柿
本
人
麻
呂
の
歌
と
し
て
載
る
、

夏
野
行
く
小
鹿
の
角
の
束
の
間
も
妹
が
心
を
忘
れ
て
思
へ
や

�

（
巻
四
・
五
〇
二
）

も
こ
の
角
の
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
和
名
抄
に
も
、

鹿
茸
　
鹿
乃
和
加
豆
乃
　
鹿
角
初
生
也

と
記
さ
れ
て
お
り
。
当
時
は
日
常
生
活
の
中
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　
鹿
茸
は
強
精
剤
、
強
壮
剤
で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
の
医
家
和わ
け
の気
広ひ
ろ

世よ

（
清
麻

呂
の
子
）
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
薬
経
太
素
と
い
う
医
薬
書
に
は
、

鹿
茸
　
温
味
甘
鹹
　
上
ノ
毛
ヲ
焼
テ
薄
切
テ
吉
、
酒
ニ

二
夜
付
テ

焙
用
、

腎
無
力
ト
腰
ノ
痛
、
膝
無
力
ニ
吉

と
そ
の
製
法
と
薬
効
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
鹿
茸
は
輔
仁
本
草
や
康
頼
本
草
に

も
そ
の
名
が
見
え
、
広
く
一
般
に
知
ら
れ
、
服
用
さ
れ
て
い
た
薬
で
あ
っ
た
。

本
草
綱
目
（
五
一
）
に
も
、

不
レ
可
二
以
鼻
嗅
一レ
之
。
其
中
有
二
小
白
虫
一
。
視
レ
之
不
レ
見
。
入
二
人
鼻
一
必

為
レ
虫
レ
顙
。
薬
不
レ
及
也

と
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
兼
好
は
気
軽
に
鹿
茸
を
嗅
い
で
は
い
け
な
い
。

「
小
さ
き
虫
」
が
鼻
か
ら
進
入
し
、
脳
を
食
べ
る
か
ら
と
注
意
を
喚
起
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
。

　
前
段
で
引
例
し
た
梶
原
性
全
に
は
万
安
法
の
他
、
頓
医
抄
と
い
う
大
部
の
医

書
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
鹿
茸
丸
と
い
う
丸
薬
の
製
法
と
服
用
法
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
鹿
茸
、
茯
苓
、
甘
草
な
ど
数
種
類
の
薬
草
類
を
甘

葛
で
丸
め
て
、
一
回
、
廿
一
丸
を
日
に
三
回
服
用
し
た
ら
し
い
。
ま
た
五
味
子

散
と
い
う
散
薬
に
も
、
鹿
茸
と
鐘
乳
を
蜜
で
丸
め
て
、
酒
と
と
も
に
七
丸
ず
つ

十
日
ほ
ど
服
用
す
る
と
、「
陰
を
起
こ
し
、
陽
を
発
」
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
「
交
接
等
ノ
治
」
に
効
く
妙
薬
で
あ
っ
た
。

　
鹿
茸
は
ま
さ
に
中
世
の
強
精
剤
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
要
な
原
料
で
あ
っ
た
の

だ
。
鹿
茸
を
近
く
で
嗅
ぐ
と
小
さ
い
白
虫
が
鼻
内
に
進
入
し
て
、
脳
を
侵
す
と

い
う
話
は
薬
効
著
し
い
作
用
を
遠
回
し
な
が
ら
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
効
能
著
じ
る
し
い
薬
は
危
険
と
隣
合
せ
な
の
で
あ
る
。

　
無
住
の
沙
石
集
（
巻
九
ノ
二
五
）
に
こ
ん
な
話
が
載
っ
て
い
る
。

あ
る
夫
婦
。
相
思
相
愛
で
仲
睦
じ
い
夫
婦
で
あ
っ
た
。
夫
は
持
戒
、
修
善

を
積
ん
で
き
た
が
、
命
終
の
際
、「
自
分
が
死
ん
だ
ら
、
妻
は
ど
う
な
る

だ
ろ
う
か
」
と
心
の
中
で
妻
の
こ
と
を
心
配
し
た
。
本
来
な
ら
ば
、
善
業

で
天
に
生
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、
臨
終
時
の
こ
の
思
い
が
妄
念
と

な
っ
て
、
妻
の
鼻
の
中
の
虫
に
生
れ
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
妻
が
洟
を
か

ん
だ
時
、
鼻
か
ら
出
て
き
た
虫
を
見
て
踏
み
つ
ぶ
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

側
に
い
た
聖
者
か
ら
「
こ
の
虫
は
お
前
の
夫
だ
、
殺
し
て
は
い
け
な
い
。

お
前
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
、
鼻
の
中
の
虫
に
生
れ
た
の
だ
」
と
制
せ
ら
れ

た
。

夫
婦
愛
の
末
路
、
男
女
愛
の
な
れ
の
果
て
は
、
鼻
の
中
の
白
い
虫
な
の
で
あ
る
。

　
徒
然
草
の
兼
好
は
鹿
茸
の
話
を
記
し
と
ど
め
る
時
、
こ
の
沙
石
集
の
話
を
思

い
浮
か
べ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
思
い
浮
か
べ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

強
精
の
妙
薬
の
鹿
茸
も
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
愛
の
妄
想
に
終
っ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
兼
好
の
思
考
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
施
灸
や
鹿
茸
で
兼
好
が
参
照
し
た
か
と
も
思
わ
れ
る
万
安
方
や
頓
医
抄
の
著
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者
は
梶
原
性
全
、
沙
石
集
の
著
者
の
無
住
も
同
族
の
梶
原
氏
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
こ
こ
も
梶
原
氏
の
連
想
が
働
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
兼
好
は
心
の
よ

そ
で
男
女
愛
、
夫
婦
愛
の
頼
り
な
さ
、
莫
迦
々
々
し
さ
を
感
じ
て
い
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

六

　
一
四
七
段
、
一
四
八
段
は
灸
治
の
話
で
あ
っ
た
。
灸
治
は
「
神
事
に
汚
れ
」

（
一
四
七
段
）
と
い
う
考
え
方
に
対
し
、
兼
好
は
「
格
式
に
も
見
え
」
な
い
こ

と
で
、「
近
く
人
の
言
ひ
出
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
、
そ
の
趣
旨
を
否
定
し
て

み
せ
る
。
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
貴
族
日
記
等
を
繰
っ
て
い
く
と
灸
治
の
記

事
は
少
な
く
な
い
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
二
禁
で
重
態
に
陥
っ
た
建
春
門
院
滋

子
は
灸
な
ら
び
に
針
の
施
療
を
受
け
て
い
る
（
吉
記
・
安
元
二
年
六
月
一
三

日
）。
た
だ
し
「
被
ト
御
灸
吉
兆
」
と
そ
の
扱
い
は
慎
重
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

吉
記
の
著
者
、
吉
田
経
房
（
一
一
四
三
〜
一
二
〇
〇
）
自
身
も
灸
治
を
行
う
こ

と
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
時
に
は
十
ヶ
所
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
（
吉

記
・
承
安
四
年
三
月
二
日
）。
し
か
し
翌
三
日
の
条
に
は
「
血
忌
に
よ
り
て
灸

治
を
加
へ
ず
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
施
灸
は
忌
む
べ
き
も
の
と
い
う

認
識
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。「
神
事
に
汚
れ
あ
り
」
と
い
う
の
は
最
近
の
人
が
言

い
始
め
た
こ
と
と
す
る
兼
好
の
言
葉
は
、
や
や
あ
や
う
く
な
っ
て
く
る
。

　
続
史
愚
抄
所
引
の
実
躬
卿
記
に
よ
る
と
、
腫
物
に
苦
し
む
後
二
条
天
皇
は
施

灸
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
（
嘉
元
二
年
一
二
月
一
日
）。
ま
た
亀
山
院

も
「
昨
今
」
灸
治
を
受
け
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
（
嘉
元
三
年
七
月
二
〇

日
）。
注
意
さ
れ
る
の
は
こ
れ
ら
は
「
密
儀
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

容
態
の
重
篤
な
場
合
は
針
灸
治
療
を
行
う
が
、
や
は
り
不
浄
な
も
の
と
い
う
意

識
は
拭
い
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
の
亀
山
院
は
ど
う
や
ら
多
淫
の
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
増
鏡
（
一

〇
・
老
の
波
）
に
よ
れ
ば
、
亀
山
院
は
異
母
妹
で
あ
っ
た
「
五
条
の
院
」、
京

極
院
の
雑
仕
だ
っ
た
「
貫
川
」、
安
嘉
門
院
の
「
大
納
言
の
君
」
に
仕
え
て
い

た
「
下
野
」、
大
官
院
姞
子
の
所
に
い
た
「
讃
岐
」、
帥
中
納
言
為
経
女
の
腹
か

ら
は
「
あ
ま
た
生
ま
れ
給
ふ
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

御
心
の
あ
く
が
る
る
ま
ま
に
、
御
覧
じ
過
ぐ
す
人
な
く
、
乱
り
が
は
し
き

ま
で
た
は
れ
さ
せ
給
ふ
ほ
ど
に
、
腹
々
の
宮
た
ち
数
知
ら
ず
出
で
き
給
ふ
。

大
方
、
十
三
の
御
年
よ
り
宮
は
出
で
き
そ
め
さ
せ
給
ひ
し
が
、
年
々
に
多

く
の
み
な
り
給
へ
ば
、
い
と
ら
う
が
は
し
き
ま
で
ぞ
あ
る
べ
き
。（
略
）

昔
の
嵯
峨
の
大
王
こ
そ
、
八
十
余
人
ま
で
御
子
持
た
ま
へ
り
け
る
と
承
り

伝
へ
た
る
に
も
、
ほ
と
ほ
と
劣
り
給
ふ
ま
じ
か
め
り
。

と
、
中
半
あ
き
れ
顔
で
そ
の
好
色
ぶ
り
を
伝
え
て
い
る
。
十
三
歳
か
ら
始
っ
た

亀
山
院
の
多
淫
は
八
十
余
人
の
子
ど
も
を
設
け
た
と
い
う
嵯
峨
天
皇
と
並
ぶ
と

ま
で
い
っ
て
い
る
。

　
亀
山
院
の
女
性
遍
歴
は
は
な
や
か
で
激
し
か
っ
た
。
続
史
愚
抄
の
伝
え
る
と

こ
ろ
で
は
、
晩
年
、
亀
山
院
は
灸
治
を
受
け
て
い
た
と
い
う
。
院
の
没
年
は
一

三
〇
五
年
（
嘉
元
三
）
五
十
七
歳
、
兼
好
二
十
歳
代
の
こ
ろ
で
あ
る
。
兼
好
が

こ
う
し
た
亀
山
院
の
噂
や
行
状
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
徒
然
草

一
〇
七
段
に
は
亀
山
院
の
時
、
男
を
弄
す
る
「
し
れ
た
る
女
房
」
の
話
が
載
っ

て
い
る
。
何
と
な
く
時
代
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
話
で
あ
る
。

　
施
灸
の
話
が
終
っ
て
、
次
の
話
は
強
精
剤
と
し
て
知
ら
れ
る
鹿
茸
の
話
。
灸
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治
を
う
け
て
い
た
亀
山
院
が
鹿
茸
を
服
用
し
て
い
た
と
は
も
ち
ろ
ん
い
え
な
い

が
、
兼
好
の
頭
の
中
に
は
亀
山
院
の
姿
が
揺
曵
し
て
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
一
四
七
段
の
不
浄
と
さ
れ
る
施
灸
の
話
に
始
ま
り
、
四
十
歳
を
超
え
た
ら
三

里
を
焼
け
と
い
う
。
兼
好
は
四
十
歳
は
老
年
の
始
め
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ

え
か
、
次
の
一
四
九
段
で
は
強
壮
剤
、
精
力
増
進
剤
の
鹿
茸
を
取
り
上
げ
る
。

亀
山
院
は
好
淫
の
人
で
あ
っ
た
。
院
は
晩
年
、「
密
儀
」
と
さ
れ
る
施
灸
を
う

け
て
い
た
。
そ
し
て
強
精
剤
の
も
と
と
な
る
鹿
茸
の
話
。
わ
ず
か
数
十
字
に
も

満
た
な
い
極
小
の
章
段
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
匿
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

�

（
あ
さ
み
・
か
ず
ひ
こ
　
本
学
名
誉
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授
）


