
125

論
文
常
民
文
化
研
究
　
第
一
巻（
二
〇
二
二
）

聖（
ひ
じ
り
）と
平
安
京
周
辺
の
山
々

繁
田
　
信
一

【要旨】

聖
（
ひ
じ
り
）、
東
山
、
西
山
、
北
山
、
北
山
の
辺

キ
ー
ワ
ー
ド

　
「
聖
（
ひ
じ
り
）」
と
呼
ば
れ
た
僧
侶
た
ち
を
め
ぐ
る
研
究
に
お
い
て
は
、
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
の
平
安
時
代
中
期
が

大
き
な
画
期
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
聖
た
ち
が
登
場
し
は
じ
め
た
の
が
、
こ
の
時
期
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
、
当
時
の
聖
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
で
は
、
a
空
也
（「
阿
弥
陀
聖
」「
市
聖
」）
や
行
円
（「
皮
聖
」）
の
よ
う
な
平
安
京

で
活
動
す
る
僧
侶
か
、
b
播
磨
国
書
写
山
の
性
空
や
多
武
峰
の
増
賀
の
よ
う
な
地
方
の
霊
山
に
籠
る
僧
侶
か
の
、
い
ず
れ
か
の
タ
イ

プ
の
僧
侶
だ
け
が
、
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
く
は
、
所
謂
「
鎌
倉
新
仏
教
」
の
う
ち
の
浄
土

教
系
諸
宗
派
が
成
立
す
る
前
史
と
し
て
の
、
浄
土
教
史
の
文
脈
に
お
い
て
、
聖
を
考
察
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
記
録
や
説
話
に
登
場
す
る
平
安
時
代
中
期
の
聖
た
ち
の
多
く
は
、
c
平
安
京
周
辺
の
山
々
（
東
山
・
西

山
・
北
山
）
に
籠
る
僧
侶
で
あ
る
。
平
安
時
代
中
期
に
実
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
聖
た
ち
の
多
く
は
、
右
の
a
類
型
の
僧
侶
や

b
類
型
の
僧
侶
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
る
類
型
の
僧
侶
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
学
術
的
な
関
心
を
払
わ
れ
ず
に
き
た
平
安
京
周
辺
の
山
々
を
活
動
の
場
と
し
た

聖
た
ち
に
注
目
し
て
、
ま
ず
は
、
彼
ら
の
活
動
の
実
態
を
把
握
し
て
い
く
。
す
る
と
、
彼
ら
は
、
山
に
籠
っ
て
修
行
に
励
む
と
は
い

え
、
け
っ
し
て
都
の
人
々
と
無
関
係
に
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
都
の
人
々
か
ら
の
援
助
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
修
行

に
専
念
で
き
る
よ
う
な
修
行
僧
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
そ
う
し
た
作
業
を
も
通
じ
て
、
多
く
の
聖
た
ち
の
活
動
の
場
と
な
っ
た
平
安
京
周
辺
の
山
々
に
つ
い
て
、
平
安
時
代
の

人
々
が
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、「
東
山
」
と
総
称
さ
れ
る
山
々
お
よ
び
「
西
山
」

と
総
称
さ
れ
る
山
々
は
、
仏
典
に
説
か
れ
る
多
様
な
浄
土
の
入
口
と
見
做
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、「
北
山
」
と
呼
ば
れ
る
山
々

は
、
天
狗
や
仙
人
や
鬼
や
祀
ら
れ
な
い
神
と
い
っ
た
非
仏
教
的
な
「
霊
威
」
の
存
在
た
ち
の
住
処
と
見
做
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
に

一
　
東
山
の
聖
た
ち

二
　
西
山
の
聖
た
ち

三
　
北
山
の
聖
た
ち

四
　
平
安
京
の
住
人
た
ち
の
認
識
に
お
け
る
東
山

五
　
平
安
京
の
住
人
た
ち
の
認
識
に
お
け
る
西
山

六
　
平
安
京
の
住
人
た
ち
の
認
識
に
お
け
る
北
山

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

　

平
安
時
代
の
中
期
か
ら
、
よ
り
細
か
く
は
十
世
紀
の
半
ば
か
ら
、「
聖

（
ひ
じ
り
）」
と
呼
ば
れ
る
特
異
な
僧
侶
た
ち
の
活
動
が
、
庶
民
層
と
貴
族

層
と
を
問
わ
ぬ
多
く
の
人
々
の
関
心
を
集
め
は
じ
め
る
。

　

当
時
の
人
々
が
「
聖
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
南
都
北
嶺
の
諸
宗
派
や
諸
大

寺
を
離
れ
て
、
よ
り
僧
侶
ら
し
い
活
動
を
独
自
に
展
開
し
た
僧
侶
た
ち
で

あ
る
。
彼
ら
の
あ
る
者
た
ち
は
、
自
ら
の
よ
り
よ
き
来
世
の
た
め
に
、
た

だ
ひ
た
す
ら
に
仏
道
修
行
に
励
み
、
別
の
あ
る
者
た
ち
は
、
庶
民
層
か
ら

貴
族
層
ま
で
の
多
く
の
人
々
に
信
仰
上
の
救
済
を
も
た
ら
そ
う
と
、
さ
ま

ざ
ま
な
か
た
ち
で
教
化
に
努
め
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
朝
廷
の
組
織
す

る
僧
界
に
お
け
る
栄
達
を
願
う
こ
と
は
な
く
、
宗
派
あ
る
い
は
大
寺
院
に

お
け
る
昇
進
を
望
む
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
聖
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
は
、
少
な
か
ら
ぬ
先
行
研

究
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
堀
一
郎
『
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
〈
宗

教
史
篇
〉』［
堀　

1953

］・
井
上
光
貞
『
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究

〈
新
訂
版
〉』［
井
上　

1975

（1956

）］・
重
松
明
久
『
日
本
浄
土
教
成
立

過
程
の
研
究
』［
重
松　

1964

］・
平
林
盛
得
『
聖
と
説
話
の
史
的
研
究
』

［
平
林　

1981

］
な
ど
は
、
そ
の
最
も
主
要
な
も
の
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
も
触
れ
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
中
期
の

人
々
は
、
聖
た
ち
の
活
動
を
記
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
聖
た
ち
を
「
仙
」

「
聖
人
」「
上
人
」
と
も
記
し
た
。
す
な
わ
ち
、
平
安
中
期
当
時
の
人
々
は
、

聖
た
ち
を
、「
ひ
じ
り
（
聖
・
仙
）」
と
呼
ぶ
と
と
も
に
、「
し
ょ
う
に
ん

（
聖
人
・
上
人
）」
と
も
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
聖
た
ち
の
先
蹤
と
な
っ
た
の
は
、「
阿
弥
陀
聖
」
と
も
「
市
聖
」

と
も
呼
ば
れ
た
空
也
で
あ
っ
た
。
こ
の
空
也
が
世
に
「
阿
弥
陀
聖
」
と
呼

ば
れ
た
の
は
、
彼
の
詠
歌
と
さ
れ
る
「
一
度
（
ひ
と
た
び
）
も
／
南
無
阿

弥
陀
仏
と
／
言
ふ
人
の
／
蓮
（
は
ち
す
）
の
上
に
／
昇
ら
ぬ
は
な
し
」
と

い
う
一
首
が
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
見
え
る
よ
う
に
、
彼
が
、
誰
で
も
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
さ
え
す
れ
ば
極
楽
へ
と
往
生
で
き
る
旨
を
説
い
て

廻
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
空
也
を
「
市
聖
」
と
呼
ぶ
人
々
が

あ
っ
た
の
は
、『
拾
遺
和
歌
集
』
が
右
の
一
首
に
「
市
（
い
ち
）
の
門

（
か
ど
）
に
書
き
付
け
て
侍
り
け
る
」
と
の
詞
書
を
付
す
よ
う
に
、
彼
の

教
化
活
動
の
場
が
、
平
安
京
の
七
条
大
路
に
接
し
て
設
け
ら
れ
た
市
だ
っ

た
た
め
で
あ
る
。
彼
は
、
都
に
お
い
て
教
化
活
動
に
励
む
聖
で
あ
っ
）
1
（
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
記
録
に
残
る
聖
た
ち
の
大
多
数
は
、
人
里
を
離
れ
て

山
の
中
で
仏
道
修
行
に
専
念
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、『
梁
塵
秘
抄
』
に
は
、
次
に
続
け
て
引

用
す
る
よ
う
な
二
つ
の
今
様
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

聖
の
住
所
は　

ど
こ
ど
こ
ぞ
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箕
面
よ　

勝
尾
よ　

播
磨
な
る
書
写
の
山

出
雲
の
鰐
淵
や　

日
御
埼
（
ひ
の
み
さ
き
）

南
は
熊
野
の
那
智
と
か
や

�

（『
梁
塵
秘
抄
』
巻
第
二
四
句
神
歌
僧
歌
）

聖
の
住
所
は　

ど
こ
ど
こ
ぞ

大
峰　

葛
城　

石
の
槌

箕
面
よ　

勝
尾
よ　

播
磨
な
る
書
写
の
山

南
は
熊
野
の
那
智　

新
宮

�

（『
梁
塵
秘
抄
』
巻
第
二
四
句
神
歌
僧
歌
）

　

摂
津
国
の
箕
面
山
・
勝
尾
山
も
、
播
磨
国
の
書
写
山
も
、
出
雲
国
の
鰐

淵
山
も
、
紀
伊
国
の
熊
野
三
山
も
、
大
和
国
の
大
峰
山
・
葛
城
山
も
、
伊

予
国
の
石
槌
山
も
、
右
の
二
つ
の
今
様
に
謡
わ
れ
る
山
々
は
、
い
ず
れ
も
、

平
安
時
代
以
前
か
ら
知
ら
れ
た
霊
山
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
霊
山

こ
そ
が
今
様
に
お
い
て
「
聖
の
住
所
」
と
し
て
謡
わ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
平
安
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
都
を
離
れ
た
霊
山
に
籠
っ
て
仏
道
修

行
に
専
心
す
る
僧
侶
こ
そ
が
、
聖
の
典
型
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
そ
う
し
た
平
安
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
の
典
型
的
な
聖
は
、
山

の
中
に
お
い
て
、
米
を
食
べ
る
こ
と
も
な
い
、
か
な
り
厳
し
い
修
行
に
取

り
組
む
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
も
『
梁
塵
秘
抄
』

か
ら
の
引
用
に
な
る
が
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
今
様
が
伝
わ
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

聖
の
好
む
も
の　

木
の
節　

鹿
角
（
わ
さ
づ
の
）　

鹿
の
皮

蓑
笠　

錫
杖　

木
欒
子
（
も
く
れ
ん
じ
）

火
打
笥
（
ひ
う
ち
け
）　

岩
屋
の
苔
の
衣

�

（『
梁
塵
秘
抄
』
巻
第
二
四
句
神
歌
僧
歌
）

聖
の
好
む
も
の　

比
良
の
山
を
こ
そ
尋
ぬ
な
れ

弟
子
遣
り
て　

松
茸　

平
茸　

滑
薄
（
な
め
す
す
き
）

さ
て
は
池
に
宿
る
蓮
の
蔤
（
は
い
）

根
芹　

根
蓴
（
ね
ぬ
な
わ
）　

牛
蒡　

河
骨

独
活　

蕨　

土
筆
（
つ
く
づ
く
し
）

�

（『
梁
塵
秘
抄
』
巻
第
二
四
句
神
歌
雑
）

　

人
里
を
離
れ
た
山
の
中
で
、「
岩
屋
」
を
庵
と
し
て
、「
鹿
の
皮
」
や

「
岩
屋
の
苔
の
衣
」
を
ま
と
い
、
山
菜
や
キ
ノ
コ
ば
か
り
を
食
べ
る

―

そ
ん
な
僧
侶
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
人
々
が
特
別
視
す
る
の
も
、
実
に
当
た

り
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
聖
た
ち
は
、
先
行
す
る
諸
研
究
に
お
い
て
、「
山
の
聖
」
と

呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
空
也
の
よ
う
な
「
市
の
聖
」
あ
る
い
は
「
里
の
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聖
」
に
対
し
て
の
、「
山
の
聖
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
行

研
究
が
注
目
し
た
「
山
の
聖
」
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
右
に
触
れ
た
よ
う

な
、
都
を
離
れ
た
霊
山
に
お
い
て
厳
し
い
修
行
に
明
け
暮
れ
る
聖
た
ち
で

あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
平
安
時
代
中
期
に
実
在
し
た
「
山
の
聖
」
た
ち
に
は
、
都
で

あ
る
平
安
京
の
周
辺
に
位
置
す
る
山
々
こ
そ
を
修
行
の
場
と
し
た
者
も
、

け
っ
し
て
少
な
く
は
な
い
。

　

平
安
京
周
辺
の
山
々
と
は
、
す
な
わ
ち
、
平
安
京
の
東
郊
に
連
な
っ
て

「
東
山
」
と
総
称
さ
れ
る
山
々
、
同
じ
く
平
安
京
の
西
郊
に
連
な
っ
て

「
西
山
」
と
総
称
さ
れ
る
山
々
、
そ
し
て
、
同
じ
く
平
安
京
の
北
郊
に
連

な
っ
て
「
北
山
」
と
総
称
さ
れ
る
山
々
で
あ
っ
て
、
都
の
住
人
た
ち
に
と

っ
て
は
、
日
常
の
風
景
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
よ
う
な
、
最
も
身
近
な

山
々
で
あ
る
。
そ
し
て
、
聖
の
存
在
が
記
録
さ
れ
は
じ
め
る
平
安
時
代
中

期
か
ら
、
こ
れ
ら
都
を
取
り
囲
む
山
々
に
お
い
て
も
、
少
な
か
ら
ぬ
聖
た

ち
の
活
動
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
学
術
的
な
関
心
を
払

わ
れ
ず
に
き
た
平
安
京
周
辺
の
山
々
を
活
動
の
場
と
し
た
聖
た
ち
に
注
目

し
て
、
ま
ず
は
、
彼
ら
の
活
動
の
実
態
を
把
握
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、

そ
れ
と
と
も
に
、
大
峰
山
・
葛
城
山
・
熊
野
三
山
と
い
っ
た
前
代
よ
り
知

ら
れ
て
い
た
霊
山
に
劣
ら
ず
、
少
な
か
ら
ぬ
聖
た
ち
の
活
動
の
場
と
な
っ

た
平
安
京
周
辺
の
山
々

―
東
山
・
西
山
・
北
山

―
に
つ
い
て
、
そ
の

そ
れ
ぞ
れ
が
、
平
安
京
の
住
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ

て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
も
、
探
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

一　

東
山
の
聖
た
ち

1
　
東
山

　

平
安
時
代
に
平
安
京
に
暮
ら
し
た
人
々
が
「
東
山
」
と
呼
ん
で
い
た
の

は
、
賀
茂
川
の
東
側
を
賀
茂
川
と
並
行
す
る
よ
う
に
南
北
に
連
な
る
山
々

で
あ
る
（
図
1
）。
よ
り
具
体
的
に
は
、
比
叡
山
の
す
ぐ
南
に
位
置
す
る

如
意
ヶ
嶽
を
北
端
と
し
て
、
伏
見
稲
荷
大
社
で
知
ら
れ
る
稲
荷
山
を
南
端

と
す
る
、
三
十
余
り
の
山
々
の
連
な
り
と
な
る
。
平
安
時
代
に
使
わ
れ
て

い
た
も
の
で
は
な
い
が
、「
東
山
三
十
六
峰
」
と
い
う
呼
称
も
存
在
す
る
。

　

現
在
の
東
山
は
、
清
水
寺
や
「
銀
閣
寺
」
の
通
称
で
知
ら
れ
る
慈
照
寺

を
は
じ
め
、
数
多
く
の
寺
院
を
擁
す
る
が
、
平
安
時
代
中
期
の
時
点
で
も
、

東
山
に
は
、
清
水
寺
の
他
、
安
祥
寺
・
禅
林
寺
・
長
楽
寺
・
安
養
寺
・
感

神
院
（
祇
園
社
）・
極
楽
寺
な
ど
、
実
に
多
く
の
寺
院
が
営
ま
れ
て
い
た
。

そ
の
様
子
は
、『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
に
お
い
て
も
、
頓
死
し
た
夕
顔
の

弔
い
の
た
め
に
東
山
を
訪
れ
た
光
源
氏
の
視
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
描
写

さ
れ
て
い
る
。

あ
た
り
さ
へ
す
ご
き
に
、
板
屋
の
傍
ら
に
堂
建
て
て
行
へ
る
尼
の
住
ま
ひ
、



卍

卍

卍

卍

卍

卍

卍

卍 卍

西寺 東寺

平安宮

平 安 京

如意ヶ嶽
如意寺跡

禅林寺

安祥寺上寺

安祥寺下寺

稲荷山（233）

長楽寺

清水寺

菩提寺

阿弥陀ヶ峯

図 1　東山の主要な寺院（「平安京近郊の山岳寺院分布図」〔『平安京提
要』〕を改変）

聖（ひじり）と平安京周辺の山々（繁田）

129

い
と
あ
は
れ
な
り
。
御
灯
明
の
影
、
仄
か
に
透
き
て
見
ゆ
。
そ
の
屋
に
は
、

女
ひ
と
り
泣
く
声
の
み
し
て
、
外
の
方
に
法
師
ば
ら
二
三
人
物
語
し
つ
つ
、

わ
ざ
と
の
声
立
て
ぬ
念
仏
ぞ
す
る
。
寺
々
の
初
夜
も
み
な
行
ひ
果
て
て
、

い
と
し
め
や
か
な
り
。
清
水
の
方
ぞ
、
光
多
く
見
え
、
人
の
気
配
も
繁
か

り
け
る
。
こ
の
尼
君
の
子
な
る
大
徳
の
、
声
尊
く
て
経
う
ち
読
み
た
る
に
、

涙
の
残
り
な
く
思
さ
る
。

�

（『
源
氏
物
語
』
夕
顔
）

　

こ
こ
に
見
え
る
の
は
、
清
水
寺
の
よ
う
な
国
家
的
な
大
寺
院
か
ら
個
人

の
小
堂
や
庵
ま
で
の
、
か
な
り
広
い
意
味
で
の
寺
院
が
、
広
く
東
山
一
帯

に
広
が
る
光
景
で
あ
る
。
歴
史
に
名
を
残
さ
な
か
っ
た
も
の
も
含
め
、
い

か
に
多
く
の
寺
院
が
平
安
時
代
の
東
山
に
見
ら
れ
た
か
を
、
窺
い
知
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

2
　
禅
林
寺
の
聖

　

そ
う
し
た
東
山
の
寺
院
の
一
つ
で
あ
る
禅
林
寺
に
お
い
て
、「
仙
（
ひ

じ
り
）」
と
呼
ば
れ
る
僧
侶
が
修
行
を
続
け
て
い
た
。『
小
右
記
』
と
い
う

の
は
、
平
安
時
代
中
期
を
上
級
貴
族
と
し
て
生
き
た
藤
原
実
資
の
日
記
で

あ
る
が
、
そ
の
『
小
右
記
』
に
は
、
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
八
月
九
日

の
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
邂
逅
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

原
漢
文
を
読
み
下
し
文
に
し
て
引
用
す
る
。

禅
林
寺
に
詣
づ
。
…
。
僧
都
に
謁
ゆ
。
…
。
僧
都
の
相
ひ
倶
ひ
て
寺
の
中

を
巡
見
す
。
禅
覚
仙
を
招
き
出
だ
し
て
清
談
し
了
は
ん
ぬ
。
謝
し
遣
る
也
。

僧
都
の
云
ふ
や
う
、「
禅
覚
仙
は
更
に
人
に
逢
は
ず
。
而
る
に
、
招
き
に

応
へ
て
来
た
り
謁
ゆ
。
希
有
の
又
希
有
也
」
て
へ
り
。
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�

（『
小
右
記
』
長
和
二
年
八
月
九
日
条
）

　

こ
こ
に
「
禅
覚
仙
」
と
し
て
登
場
す
る
聖
は
、
禅
林
寺
に
籠
り
、
ほ
と

ん
ど
人
と
会
う
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
た
だ
た
だ
仏
道
修
行
に

励
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
が
、
こ
の
聖

を
聖
た
ら
し
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
そ
ん
な
禅
覚
が
、
な
ぜ
不
意
に
訪
れ
た
藤
原
実
資
と
の
面
談
を

承
諾
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
、
仏
道
修
行
に
専
心
す
る
聖
と
い
え
ど
も
、
現

実
的
な
問
題
と
し
て
、
支
援
者
を
確
保
し
な
い
限
り
、
寺
に
籠
っ
た
ま
ま

修
行
に
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の

支
援
者
の
役
割
と
は
、
ま
ず
何
よ
り
、
衣
食
の
援
助
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
う
し
た
支
援
者
と
し
て
、
長
和
二
年
の
時
点
で
正
二
位
大
納
言
の
地
位

に
あ
っ
た
上
級
貴
族
の
実
資
な
ど
は
、
ま
さ
に
う
っ
て
つ
け
で
あ
っ
た
。

　

僧
界
で
の
栄
達
に
も
宗
派
内
あ
る
い
は
寺
院
内
で
の
昇
進
に
も
背
を
向

け
て
仏
道
修
行
の
み
に
生
き
る
聖
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
肉
体
を
持
つ
人
間

と
し
て
の
現
実
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
寺
か
ら

出
る
こ
と
な
く
常
に
仏
道
修
行
に
励
む
ば
か
り
の
聖
た
ち
は
、
布
施
と
し

て
の
収
入
に
つ
な
が
る
よ
う
な
活
動
と
は
距
離
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る

か
ら
、
彼
ら
に
は
、
衣
食
な
ど
を
世
話
し
て
く
れ
る
支
援
者
を
得
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
段
に
お
い
て
さ
ら

に
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

3
　「
盲
仙
」

　

藤
原
実
資
の
『
小
右
記
』
は
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
東
山
に
は

「
盲
仙
（
め
し
い
ひ
じ
り
）」
と
呼
ば
れ
る
視
覚
に
障
害
の
あ
る
聖
も
い
た

こ
と
を
伝
え
る
。

皮
仙
の
、
新
た
し
く
東
山
を
占
め
て
小
堂
を
結
構
し
、
金
色
の
釈
迦
如
来

を
安
置
す
。
亦
、
此
の
寺
に
盲
仙
の
有
り
て
数
巻
の
大
乗
経
を
暗
誦
す
と

云
々
。
仍
り
て
、
彼
の
堂
場
に
向
か
ふ
。
頭
中
将
・
前
大
和
守
景
斉
の
同

車
す
。
坂
下
に
到
り
て
馬
に
騎
り
て
参
り
上
る
。
皮
仙
・
盲
仙
等
の
有
り
。

盲
仙
の
『
観
仏
三
昧
経
』
を
暗
誦
す
る
に
、
実
に
随
喜
す
。
件
の
仙
は
、

名
は
延
亮
に
し
て
、
讃
岐
国
の
人
な
り
。
年
卅
三
に
し
て
目
の
盲
ふ
。
其

の
後
、
諸
の
大
乗
経
を
暗
誦
す
。
若
し
く
は
是
は
権
者
歟
。

�

（『
小
右
記
』
長
和
四
年
九
月
十
日
条
）

　

右
に
「
皮
仙
（
か
わ
ひ
じ
り
）」
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
行
円
と
い

う
僧
侶
で
あ
り
、
季
節
を
問
わ
ず
皮
衣
を
着
用
す
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て

「
皮
聖
」
と
も
「
皮
聖
人
」
と
も
呼
ば
れ
た
聖
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
勝
浦
令
子
「
皮
聖
行
円
の
宗
教
活
動
の
特
質
」［
勝
浦　

1984

］

も
し
く
は
繁
田
「
皮
聖�

行
円
」［
繁
田　

2022

（2020

）］
に
譲
る
が
、
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こ
の
皮
聖
（
皮
仙
）
は
、
都
お
よ
び
都
の
郊
外
を
活
動
の
場
と
し
て
、
庶

民
層
と
貴
族
層
と
を
問
わ
ぬ
多
く
の
人
々
に
尊
崇
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
そ
ん
な
皮
聖
が
東
山
に
新
た
に
建
て
た
小
堂
は
、
当
然
、

都
の
人
々
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
東
山
の

小
堂
を
修
行
の
場
と
し
て
仏
道
修
行
に
励
ん
で
い
た
の
は
、
眼
の
不
自
由

な
延
亮
と
い
う
僧
侶
で
あ
り
、
こ
の
延
亮
こ
そ
が
、
世
に
「
盲
仙
」
と
呼

ば
れ
る
聖
で
あ
っ
た
。

　
『
小
右
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
聖
は
、
仏
の
化
身
（「
権
者
」）
と
も
見

做
さ
れ
る
ほ
ど
に
人
々
か
ら
崇
敬
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
視
覚
障
害

を
持
つ
彼
が
、『
観
仏
三
昧
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
「
諸
の
大
乗
経
を
暗

誦
」
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
自
ら
経
典
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず

の
身
で
幾
つ
も
の
経
典
を
暗
誦
す
る
姿
が
、
当
時
の
人
々
の
眼
に
は
、
た

い
へ
ん
尊
い
も
の
に
映
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

た
だ
、
延
亮
が
聖
と
し
て
民
心
を
集
め
得
た
の
は
、
一
面
で
は
、
彼
の

修
行
の
場
と
な
っ
た
東
山
の
小
堂
の
立
地
が
、
東
山
の
一
角
と
は
い
っ
て

も
、
傾
斜
の
緩
や
か
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
上

級
貴
族
で
あ
る
藤
原
実
資
は
、
件
の
堂
を
訪
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
牛
車
で

東
山
の
麓
（「
坂
下
」）
に
到
っ
た
後
、
そ
こ
か
ら
堂
ま
で
は
馬
に
乗
っ
た

の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
問
題
の
堂
の
立
地
が
急
峻
な
斜
面
な
ど
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
聖
た
ち
に
と
っ
て
、
聖
で
あ
り
続
け

る
た
め
に
、
け
っ
し
て
疎
か
に
は
で
き
な
い
要
件
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
一
般
の
庶
民
た
ち
や
貴
族
た
ち
に
は
到
達
の
困

難
な
急
峻
な
斜
面
の
上
な
ど
を
修
行
の
場
と
し
て
し
ま
え
ば
、
聖
た
ち
に

は
、
支
援
者
を
確
保
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
既

に
触
れ
た
如
く
、
支
援
者
の
確
保
が
欠
か
せ
な
い
の
が
、
聖
た
ち
で
あ
っ

た
。

4
　
餓
死
の
危
機
に
瀕
し
た
修
行
僧
た
ち

　

聖
と
支
援
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
次
の
事
例
な
ど
は
、

重
要
な
参
考
に
な
ろ
う
。

　
『
小
右
記
』
に
は
、
東
山
の
山
上
の
安
祥
）
2
（
寺
に
籠
っ
て
修
行
を
続
け
て

い
た
八
人
の
僧
侶
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
、
彼
ら
が
餓
死
の
危
機
に
瀕
し
た
こ

と
が
、
そ
し
て
、
彼
ら
が
実
資
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
こ
と
が
、
次
の
よ
う

に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

上
安
祥
寺
の
山
籠
り
の
法
師
等
の
飢
ゑ
饉
う
と
云
々
。
仍
り
て
、
米
・
塩

等
を
紙
に
裹
み
て
随
身
し
て
馳
せ
向
か
ふ
。
山
に
向
か
ふ
に
、
其
の
道
を

知
ら
ず
。
偶
か
に
一
の
法
師
の
有
り
。
名
を
護
忠
と
称
ふ
。
彼
を
以
て
指

南
と
為
し
て
歩
み
行
く
。
寺
を
尋
ね
て
嶺
よ
り
羊
腸
を
攀
じ
登
る
に
、
堪

え
難
し
。
山
籠
僧
の
八
人
に
米
・
塩
等
を
施
す
。

�

（『
小
右
記
』
永
祚
元
年
五
月
一
日
条
）
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安
祥
寺
と
い
う
の
は
、
嘉
祥
元
年
（
八
四
八
）、
仁
明
天
皇
女
御
に
し

て
文
徳
天
皇
生
母
の
藤
原
順
子
の
発
願
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る

寺
院
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
寺
院
は
、
山
上
の
上
寺
（
か
み
で
ら
）
と
山

麓
の
下
寺
（
し
も
で
ら
）
と
か
ら
成
っ
て
お
り
、
順
子
の
発
願
で
建
立
さ

れ
た
の
は
下
寺
の
み
で
あ
っ
て
、
上
寺
は
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た

と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
藤
原
摂
関
家
の
父
祖
の
一
人
で
あ
る
藤
原
冬
嗣
の
娘

で
あ
っ
て
国
母
で
も
あ
っ
た
順
子
に
縁
を
持
つ
安
祥
寺
は
、
平
安
時
代
中

期
に
至
っ
て
も
な
お
、
都
の
貴
族
層
の
人
々
の
間
で
は
、
そ
れ
な
り
に
知

ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
文
徳
天
皇
の
斉
衡
二
年
（
八

五
五
）
に
は
定
額
寺
に
列
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
寺
院

は
、
平
安
中
期
の
朝
廷
に
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
の
こ
と
、
そ
の
安
祥
寺
の
上
寺
に

籠
っ
て
修
行
に
励
む
八
人
の
僧
侶
た
ち
（「
上
安
祥
寺
の
山
籠
り
の
法
師

等
」）
が
、
食
糧
の
欠
乏
に
よ
っ
て
「
飢
ゑ
饉
う
」
こ
と
に
な
る
。
貞
観

九
年
（
八
六
七
）
に
恵
運
と
い
う
僧
侶
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
現
在
は
東

寺
に
所
蔵
さ
れ
る
「
安
祥
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
」
に
よ
れ
ば
、
安
祥
寺
の

上
寺
は
、
山
上
に
営
ま
れ
な
が
ら
も
、
礼
仏
堂
・
五
大
堂
・
東
西
僧
房
・

庫
裏
・
浴
堂
な
ど
を
備
え
る
堂
々
た
る
寺
院
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
の

寺
院
で
修
行
す
る
僧
侶
た
ち
が
、
危
う
く
餓
死
し
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
の
は
、
件
の
八
人
の
僧
侶
た
ち

に
確
た
る
支
援
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
定
期
的
に
衣
食
を
提

供
す
る
支
援
者
が
い
れ
ば
、
彼
ら
が
「
飢
ゑ
饉
う
」
こ
と
な
ど
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
殊
更
に
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　

ま
た
、
件
の
安
祥
寺
上
寺
の
修
行
僧
た
ち
が
支
援
者
を
持
た
な
か
っ
た

こ
と
は
、
彼
ら
が
「
聖
」
と
し
て
知
ら
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
も
窺
い
知
ら
れ
る
。
右
に
引
用
し
た
『
小
右
記
』
に
見
る
限
り
、
彼
ら

の
危
難
を
聞
き
知
っ
た
折
の
実
資
は
、
こ
こ
で
初
め
て
彼
ら
の
存
在
を
知

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
八
人
の
い
ず
れ
も
が
「
聖
」
と

し
て
の
評
判
を
取
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
問
題
の
八
人
は
、
い
か
に
も
都
の
庶
民
た
ち
・
貴
族
た
ち
か

ら
「
聖
」
と
し
て
崇
敬
さ
れ
そ
う
な
修
行
僧
た
ち
で
あ
っ
た
。
山
上
の
寺

院
に
籠
っ
て
、「
飢
ゑ
饉
う
」
と
い
う
事
態
に
立
ち
至
る
ま
で
、
一
心
に

仏
道
修
行
に
打
ち
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。

　

で
は
、『
小
右
記
』
に
「
上
安
祥
寺
の
山
籠
り
の
法
師
等
」
と
し
て
登

場
す
る
八
人
の
修
行
僧
た
ち
は
、
な
ぜ
、「
聖
」
と
し
て
民
心
を
集
め
る

こ
と
が
な
く
、
支
援
者
を
得
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
答
え
は
、
実
に
単
純
で
あ
る
。
彼
ら
が
修
行
の
場
と
し
た
安
祥
寺

上
寺
の
立
地
が
悪
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
小
右
記
』
に
よ
れ
ば
、「
上
安
祥
寺
の
山
籠
り
の
法
師
等
の
飢
ゑ
饉

う
」
と
の
情
報
を
得
た
実
資
は
、「
米
・
塩
等
を
紙
に
裹
み
て
随
身
し
て
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馳
せ
向
か
ふ
」
も
の
の
、「
山
に
向
か
ふ
に
、
其
の
道
を
知
ら
ず
」
と
、

山
麓
か
ら
山
上
の
上
寺
へ
と
至
る
道
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
時
点
に
お
い
て
、
上
寺
へ
の
参
道
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
整
備
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
も
、
安
祥
寺
を
擁
す
る
山
は
、
そ
も
そ
も
、
か
な
り
急
峻
な
山
で

あ
っ
た
。
実
資
は
、
そ
の
山
で
修
行
す
る
一
人
の
僧
侶
の
案
内
を
得
て
、

ど
う
に
か
上
寺
に
向
か
っ
て
山
を
登
り
は
じ
め
る
も
の
の
、
そ
の
道
中
は
、

「
寺
を
尋
ね
て
嶺
よ
り
羊
腸
を
攀
じ
登
る
に
、
堪
え
難
し
」
と
い
う
、
か

な
り
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
安
祥
寺
上
寺
は
、
都
か
ら
近
い
距
離
に
位
置
し
て
い
な

が
ら
、
急
峻
な
斜
面
の
ゆ
え
に
、
実
質
的
に
、
都
か
ら
隔
絶
し
た
寺
院
と

な
っ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
寺
院
に
籠
る
修
行
僧
た
ち
の
存
在
は
、

そ
う
そ
う
都
の
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

安
祥
寺
上
寺
を
修
行
の
場
と
し
た
の
で
は
、
そ
こ
で
修
行
す
る
僧
侶
た
ち

は
、
都
の
人
々
の
関
心
を
集
め
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
る
こ

と
さ
え
、
か
な
り
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
ろ
う
じ
て
実
資
が
件
の
修

行
僧
た
ち
の
危
機
を
知
り
得
た
の
は
、『
小
右
記
』
に
よ
る
と
、
お
そ
ら

く
は
東
山
に
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
観
泉
寺
と
い
う
寺
院
の
僧
侶
た
ち
か

ら
情
報
を
得
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

5
　
東
山
の
聖
た
ち
の
存
在
要
件

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
東
山
の
聖
た
ち
に
と
っ
て
の
、

聖
と
し
て
存
在
す
る
た
め
の
要
件
は
、
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

東
山
の
聖
た
ち
も
、「
山
の
聖
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、
山
中
で
並
々
な

ら
ず
仏
道
修
行
に
打
ち
込
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
そ
れ
は
、

「
人
知
れ
ず
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
修
行
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

人
々
か
ら
「
聖
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
修
行
の
場
を
離
れ
て

人
々
の
前
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
を
控
え
な
が
ら
も
、
そ
の
存
在
を
人
々
に

認
知
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

聖
と
い
え
ど
も
、
人
間
の
身
で
修
行
を
続
け
る
た
め
に
は
、
衣
食
を
調

達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
そ
の
た
め
の
活
動
に
力
を
入
れ
る
僧
侶

は
、
け
っ
し
て
聖
た
り
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、
聖
に
は
自
発
的
に
彼
の
修

行
生
活
を
支
援
し
て
く
れ
る
支
援
者
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
東
山
の
聖
た
ち
は
、
都
の
人
々
の
関
心
の
圏
内
で
仏
道
修
行
に
励
む

修
行
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
平
安
時
代
の
人
々
が
聖
の
典
型
と
見

做
し
、
現
代
の
研
究
者
た
ち
の
多
く
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
見
做
す
、
都
を

離
れ
た
霊
山
に
籠
っ
て
仏
道
修
行
に
専
心
す
る
聖
た
ち
の
あ
り
方
に
つ
い

て
も
、
根
本
的
な
再
考
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
聖
た
ち
は
、
平
安
時
代
の
人
々
に
と



図 2　西山の主要な寺院（「平安京近郊の山岳寺院分布図」〔『平安京提
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っ
て
も
、
現
代
の
研
究
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
人
里
を
離
れ
た
山
の
中
で
、

「
岩
屋
」
を
庵
と
し
て
、「
鹿
の
皮
」
や
「
岩
屋
の
苔
の
衣
」
を
ま
と
い
、

山
菜
や
キ
ノ
コ
ば
か
り
を
食
べ
る

―
そ
ん
な
修
行
者
で
あ
る
わ
け
だ
が
、

こ
れ
は
、
本
当
に
所
謂
「
山
の
聖
」
た
ち
の
実
像
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か

に
、
そ
う
し
た
聖
も
い
た
に
は
い
た
に
違
い
な
い
。
が
、
平
安
時
代
中
期

に
実
在
し
た
「
山
の
聖
」
た
ち
の
全
て
が
、
そ
の
よ
う
な
聖
だ
っ
た
と
は

限
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二　

西
山
の
聖
た
ち

1
　
西
山

　

平
安
時
代
の
平
安
京
の
住
人
た
ち
に
よ
っ
て
「
西
山
」
と
呼
び
習
わ
さ

れ
て
い
た
の
は
、
東
山
の
山
々
と
対
を
成
す
よ
う
に
、
平
安
京
の
西
郊
に

北
か
ら
南
へ
と
連
な
っ
て
い
た
山
々
で
あ
る
（
図
2
）。
そ
の
主
な
も
の

と
し
て
は
、
愛
宕
山
・
高
雄
山
・
小
倉
山
・
嵐
山
・
松
尾
山
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
西
山
に
位
置
し
た
寺
院
と
し
て
は
、
現
代
で
も
、
高
山
寺
・
神
護

寺
・
法
輪
寺
・
西
芳
寺
（
苔
寺
）・
十
輪
寺
（
業
平
寺
）
な
ど
が
知
ら
れ
る

が
、
こ
れ
ら
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
平
安
時
代
前
期
ま
で
に
創
建
さ
れ

た
古
刹
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
寺
院
は
、
平
安
時
代
中
期
に
お
い

て
、
既
に
多
く
の
人
々
の
尊
崇
を
集
め
て
い
た
。

　

し
か
し
、
平
安
時
代
中
期
の
時
点
で
西
山
に
営
ま
れ
て
い
た
の
は
、
右

の
寺
々
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
藤
原
道
綱
の
母
親
と
し
て
知
ら
れ
る

女
性
は
、
夫
婦
仲
が
思
う
に
任
せ
な
い
こ
と
を
悲
嘆
し
て
、
西
山
の
鳴
滝

の
近
く
に
位
置
す
る
馴
染
み
の
寺
に
籠
る
と
い
う
か
た
ち
の
家
出
を
し
た

折
、
次
に
引
用
す
る
『
蜻
蛉
日
記
』
の
一
節
の
如
く
、
そ
の
寺
院
の
周
囲
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に
散
在
す
る
小
規
模
な
寺
々
の
鐘
の
音
や
読
経
の
声
を
聞
い
て
い
る
。

夕
暮
の
入
相
の
声
、
茅
蜩
の
音
、
廻
り
の
小
寺
の
小
さ
き
鐘
ど
も
「
わ
れ

も
」「
わ
れ
も
」
と
打
ち
叩
き
鳴
ら
し
、
前
な
る
岡
に
神
の
社
も
あ
れ
ば
、

法
師
ば
ら
読
経
奉
り
な
ど
す
る
声
を
聞
く
に
ぞ
、
い
と
せ
む
方
な
く
も
の

は
思
ゆ
る
。

�

（『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
）

　

な
お
、
こ
の
と
き
、
道
綱
母
が
籠
っ
た
の
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
見
る

限
り
、
大
門
を
構
え
る
ほ
ど
の
規
模
を
持
つ
寺
院
で
あ
っ
た
が
、
定
説
の

通
り
に
般
若
寺
と
見
做
す
な
ら
ば
、
既
に
廃
絶
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

現
在
、
西
山
の
一
角
の
京
都
市
右
京
区
鳴
滝
般
若
寺
町
に
は
、
般
若
寺
址

が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
廻
り
の
小
寺
」
で
あ
っ
た

小
規
模
な
寺
々
も
、
現
存
し
て
は
い
な
い
。

　

と
は
い
え
、
平
安
時
代
中
期
の
時
点
で
は
、
西
山
に
お
い
て
も
、
先
に

見
た
東
山
に
お
い
て
と
同
様
、
大
小
の
数
多
の
寺
院
が
、
そ
こ
こ
こ
に
点

在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

2
　
慈
心
寺
の
成
教
聖
　
そ
の
一

　

西
山
の
慈
心
寺
と
い
う
寺
院
を
修
行
の
場
と
し
て
「
聖
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
の
は
、
成
教
と
い
う
僧
侶
で
あ
る
。
こ
の
聖
の
こ
と
は
、
藤
原
実
資

の
『
小
右
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

慈
心
寺
の
成
教
聖
の
伝
法
料
に
白
米
五
斗
・
黒
米
一
石
を
送
る
。
山
々
に

来
た
り
て
籠
り
居
る
僧
等
も
、
円
に
随
ひ
て
施
行
す
。
又
、
道
路
の
病
者

も
、
人
々
の
告
ぐ
る
に
随
ひ
て
寺
に
て
施
す
。

�

（『
小
右
記
』
長
元
三
年
六
月
二
十
五
日
条
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
成
教
（「
成
教
聖
」）
に
対
し
て
、
長
元
三
年

（
一
〇
三
〇
）
当
時
に
は
正
二
位
右
大
臣
の
地
位
に
あ
っ
た
藤
原
実
資
は
、

か
な
り
手
厚
い
援
助
を
与
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
平
安
時
代
中
期
に
お

い
て
、
単
純
労
働
に
従
事
す
る
庶
民
男
性
の
日
当
は
、
米
一
升
（
〇
・
〇

一
石
）
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
）
3
（
ら
、
実
資
が
成
教
に
送
っ
た
「
白

米
五
斗
・
黒
米
一
石
」
は
、
庶
民
層
の
男
性
の
単
純
労
働
者
た
ち
に
し
て

み
れ
ば
、
五
ヶ
月
分
の
収
入
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
成
教
が
実
資
の
支
援
を
受
け
は
じ
め
た
の
は
、
次
に
引
用
す

る
『
小
右
記
』
の
一
節
に
見
る
限
り
、
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）
の
九
月

以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

中
納
言
の
同
車
し
て
西
山
に
向
か
ふ
。
常
隆
寺
の
辺
の
寺
に
到
り
て
成
教

上
人
に
会
ふ
。
八
仙
の
居
の
如
く
に
建
立
せ
る
寺
は
、「
慈
心
寺
」
と
号

す
。
其
の
寺
の
辺
に
亦
も
草
庵
を
構
へ
て
終
焉
の
処
に
為
し
、
常
住
念
仏
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す
と
云
々
。
尤
も
随
喜
す
。
比
は
日
没
に
到
る
に
退
が
り
帰
る
の
間
、
…

�

（『
小
右
記
』
長
元
二
年
九
月
八
日
条
）

　

こ
こ
か
ら
、
成
教
と
い
う
聖
（「
成
教
上
人
」）
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
、

彼
の
修
行
の
場
で
あ
っ
た
慈
心
寺
が
、
西
山
の
常
隆
寺
と
い
う
寺
院
の
近

辺
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
常
隆
寺
に
つ

い
て
の
詳
細
は
、
全
く
わ
か
ら
な
い
。
慈
心
寺
も
、
常
隆
寺
も
、
と
も
ど

も
早
く
に
廃
絶
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
そ
の
慈
心
寺
を
訪
れ
た
と
き
、
実
資
は
、
そ
の
息
子
（
養
子
）

の
中
納
言
資
平
と
と
も
に
牛
車
に
乗
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
慈
心
寺
の
立
地
に
つ
い
て
、
西
山
の
一
角
と
は
い
っ
て
も
、
け
っ

し
て
急
峻
な
斜
面
の
上
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
慈
心
寺
が
営

ま
れ
て
い
た
の
は
、
西
山
の
う
ち
で
も
、
牛
車
で
も
十
分
に
到
達
で
き
る

よ
う
な
、
そ
れ
ほ
ど
き
つ
い
傾
斜
の
な
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
都

の
人
々
が
容
易
に
支
援
し
得
る
よ
う
な
場
所
を
修
行
の
場
に
す
る
と
い
う

の
は
、
や
は
り
、
西
山
の
聖
た
ち
に
と
っ
て
も
、
東
山
の
聖
た
ち
に
と
っ

て
と
全
く
同
様
に
、「
聖
」
と
し
て
存
在
す
る
た
め
の
要
件
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
右
に
引
用
し
た
長
元
三
年
六
月
二
十
五
日
の
『
小
右
記
』

か
ら
は
、
実
資
が
成
教
に
米
を
送
る
つ
い
で
に
「
山
々
に
来
た
り
て
籠
り

居
る
僧
等
」
に
も
援
助
を
与
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
「
山
々

に
来
た
り
て
籠
り
居
る
僧
等
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
慈
心
寺
の
位
置

よ
り
も
奥
ま
っ
た
西
山
に
お
い
て
修
行
に
励
む
僧
侶
た
ち
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
僧
侶
た
ち
は
、
当
然
、
成
教
よ
り
も
厳
し
い
修

行
を
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
彼
ら
は
、
そ
の
存
在
を
都
の
人
々
に
明
確
に
知
ら
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
実
践
し
て
い
る
修
行
の
尊
さ
と
は
裏
腹
に
、

「
聖
」
と
呼
ば
れ
て
尊
崇
を
集
め
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
確
か
な
支
援

を
受
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
実
資
が
彼
ら

に
与
え
た
支
援
も
、『
小
右
記
』
に
見
え
る
如
く
、
成
教
な
り
慈
心
寺
な

り
を
仲
介
に
頼
む
、
間
接
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。

3
　
慈
心
寺
の
成
教
聖
　
そ
の
二

　

と
こ
ろ
で
、
慈
心
寺
と
い
う
寺
院
は
、
長
元
二
年
九
月
八
日
の
『
小
右

記
』
に
「
八
仙
の
居
の
如
く
に
建
立
せ
る
寺
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
小
規

模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
言
う
「
八
仙
」
と
は
、
中
国
の
仙
人
た
ち

を
代
表
す
る
存
在
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
八
仙
の
居
所
に
准
え
ら

れ
た
寺
院
は
、
当
然
、
か
な
り
質
素
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

し
か
も
、
成
教
の
修
行
の
場
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
厳
密
に
は
、
慈
心

寺
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
慈
心
寺
の
近
く
に
営
ま
れ
る
草
庵
で
あ
っ
た
と

い
う
。
こ
れ
は
、
当
然
、
仙
人
の
居
所
に
見
立
て
ら
れ
た
慈
心
寺
の
堂
舎
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よ
り
も
、
さ
ら
に
簡
素
な
建
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
さ
か
言
葉
の
通
り
に

草
で
作
ら
れ
た
庵
な
ど
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
小
さ
な
堂
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
こ
の
慈
心
寺
の
傍
ら
の
小
さ
な
庵
に
お
い
て
成
教
が
励
ん
で

い
た
修
行
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
、
常
住
念
仏
で
あ
っ
た
。
成
教
は
、

庵
に
籠
っ
て
念
仏
を
唱
え
続
け
る
聖
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

既
に
触
れ
た
空
也
の
存
在
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
聖
の
登
場

期
で
あ
る
平
安
時
代
中
期
は
、
浄
土
教
的
な
信
仰
が
急
速
に
広
ま
っ
た
時

期
で
も
あ
っ
た
。
日
本
仏
教
史
や
日
本
宗
教
史
の
定
説
と
し
て
、
こ
の
世

を
汚
ら
わ
し
い
も
の
と
し
て
嫌
う
「
厭
離
穢
土
（
お
ん
り
え
ど
）」
の
観

念
と
と
も
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
主
催
す
る
西
方
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
願

う
「
極
楽
往
生
」
も
し
く
は
「
往
生
極
楽
」
の
観
念
が
、
庶
民
層
か
ら
貴

族
層
ま
で
の
多
く
の
人
々
の
間
で
、
短
い
年
月
の
間
に
受
け
容
れ
ら
れ
て

い
っ
た
の
が
、
平
安
時
代
中
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
当
時
に
お
い
て
は
、
少
な
か
ら
ぬ
聖
た
ち
が
、
浄
土
教
的

な
信
仰
を
背
景
と
す
る
仏
道
修
行
に
努
め
る
こ
と
で
、
世
に
「
聖
」
の
評

判
を
取
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
右
の
成
教
は
、
明
ら
か
に
、
そ
う
し
た
聖

た
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
成
教
の
場
合
、
空
也
の
よ
う
に

他
者
に
も
浄
土
教
的
な
救
済
を
も
た
ら
す
た
め
の
修
行
に
乗
り
出
す
こ
と

は
な
く
、
た
だ
た
だ
自
身
の
浄
土
教
的
な
救
済
を
求
め
る
修
行
に
打
ち
込

ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

が
、
実
資
が
「
尤
も
随
喜
す
」
と
の
所
感
を
書
き
記
す
よ
う
に
、
ひ
た

す
ら
自
身
の
極
楽
往
生
の
た
め
に
念
仏
を
唱
え
続
け
る
と
い
う
成
教
の
行

い
は
、
平
安
時
代
中
期
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
十
分
に
尊
い
も
の
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
実
資
も
、
成
教
の
修
行
を
手
厚
く
支
援
す
る
こ
と

に
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
実
資
は
、
成
教
に
対
す
る
支
援
を
長
く
継
続
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
代
に
伝
わ
る
『
小
右
記
』
で
は
、
夏
季
・
秋
季

の
記
事
が
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
残
っ
て
い
る
の
は
、
長
元
四
年
ま
で
と

な
る
が
、
そ
の
長
元
四
年
の
『
小
右
記
』
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
日
、
政
尭
師
の
「
盛
算
の
七
七
法
事
を
十
三
日
に
修
す
べ
き
に
、
僧
供

の
無
し
」
て
へ
り
。
今
日
、
米
三
石
を
遣
し
与
ふ
。
亦
、
貢
蓮
・
政
尭
両

師
の
経
所
の
函
の
閑
な
れ
ば
、
之
に
塩
を
遣
す
。
亦
、
慈
心
寺
の
成
敬
聖

に
も
同
じ
く
之
を
遣
す
。
亦
、
菩
提
講
聖
の
雲
林
の
慈
雲
に
も
塩
・
和
布

等
を
遣
す
。
為
時
を
以
て
使
に
為
す
。

�

（『
小
右
記
』
長
元
四
年
七
月
十
日
条
）

　

こ
こ
に
「
慈
心
寺
の
成
敬
聖
」
と
見
え
る
の
は
、「
敬
」
と
い
う
漢
字

と
「
教
」
と
い
う
漢
字
と
が
と
も
に
「
き
ょ
う
」
の
音
を
持
つ
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
成
教
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
資
は
、
長
元
四
年
に
も
、
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平
安
京
北
郊
の
紫
野
に
位
置
し
た
雲
林
院
を
活
動
の
場
と
し
て
「
菩
提
講

聖
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
慈
雲
な
ど
と
と
も
に
、
慈
心
寺
の
聖
で
あ
る
成
教

（
成
敬
）
を
も
、
米
や
塩
を
送
る
と
い
う
か
た
ち
で
支
援
し
続
け
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
い
は
、
長
元
三
年
に
「
伝
法
料
」
と
称
し
て
成
教
に
「
白
米
五

斗
・
黒
米
一
石
」
を
送
っ
た
の
が
六
月
二
十
五
日
で
あ
り
、
右
の
長
元
四

年
の
支
援
が
七
月
十
日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
実
資
は
、
夏
の
終

わ
り
（
六
月
下
旬
）
か
ら
秋
の
初
め
（
七
月
上
旬
）
に
か
け
て
、
聖
た
ち

へ
の
援
助
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、

こ
れ
は
、
そ
れ
以
外
の
時
期
に
は
援
助
を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い

う
推
測
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
実
資
は
、
定
期
的
に
聖
た
ち
に
援
助
を

与
え
る
こ
と
に
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
定
期
の
一
つ
が
、
六
月
の
終

わ
り
か
ら
七
月
の
初
め
に
か
け
て
の
時
期
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

4
　「
西
山
の
隠
者
の
良
命
」

　

実
資
が
、
六
月
の
終
わ
り
か
ら
七
月
の
初
め
に
か
け
た
時
期
を
一
つ
の

定
期
と
し
て
、
定
期
的
に
平
安
京
周
辺
の
聖
た
ち
へ
の
援
助
を
行
っ
て
い

た
、
と
い
う
仮
説
に
と
っ
て
は
、
次
の
事
例
な
ど
も
、
一
つ
の
傍
証
と
な

る
だ
ろ
う
か
。

白
米
・
和
布
等
を
仁
円
師
〔
俗
名
は
当
隆
な
り
〕
を
差
り
て
西
山
の
隠
者

の
良
命
に
施
し
与
ふ
。
人
々
の
云
ふ
や
う
、「
顕
密
を
相
ひ
兼
ぬ
る
者
也
」

と
云
々
。
去
る
二
日
に
此
の
師
に
逢
ふ
。
…
。
臨
暗
に
仁
円
師
の
来
た
り

て
云
ふ
や
う
、「
良
命
師
に
頗
る
随
喜
せ
る
気
の
有
り
」
て
へ
り
。

�

（『
小
右
記
』
長
和
二
年
七
月
十
一
日
条
）

　

こ
の
事
例
の
場
合
、
援
助
が
行
わ
れ
た
七
月
の
十
一
日
は
、
六
月
の
終

わ
り
か
ら
七
月
の
初
め
ま
で
と
い
う
時
期
か
ら
少
し
ず
れ
る
が
、
こ
の
程

度
の
ず
れ
は
、
誤
差
と
見
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
も
し
く
は
、『
小
右
記
』

の
言
う
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
援
助
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
良
命
と
い
う
僧
侶

は
、
そ
の
七
月
の
二
日
に
実
資
の
知
遇
を
得
た
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ

ゆ
え
に
、
実
資
か
ら
の
支
援
が
少
し
遅
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ

ば
、
や
は
り
、
六
月
の
終
わ
り
か
ら
七
月
の
初
め
を
、
実
資
が
聖
た
ち
へ

の
援
助
を
実
施
し
た
定
期
の
一
つ
と
見
做
し
て
、
何
ら
差
支
え
は
あ
る
ま

い
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
に
登
場
し
た
良
命
と
い
う
僧
侶
は
、
西
山
に
籠
っ
て
修

行
を
続
け
て
い
た
こ
と
で
、
実
資
の
支
援
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

ど
う
し
た
わ
け
か
、
右
に
引
用
し
た
『
小
右
記
』
に
お
い
て
、「
西
山
の

隠
者
」
と
呼
ば
れ
る
ば
か
り
で
、「
聖
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
な
い
。

　

こ
の
良
命
は
、
か
な
り
優
れ
た
僧
侶
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
彼
は
、「
顕

密
を
相
ひ
兼
ぬ
る
者
也
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
通
常
の
大
乗
仏
教
で
あ

る
顕
教
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
呪
術
を
行
使
す
る
密
教
に
も
、
深
く
通
じ
て
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い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
の
僧
侶
が
、「
西
山
の
隠
者
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
西
山
に
籠
っ
て
い
た
と
な
れ
ば
、
彼
に
も
、「
聖
」
の
称
が
与
え
ら
れ

そ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
東
山
禅
林
寺
の
禅
覚
や

西
山
慈
心
寺
の
成
教
な
ど
は
、
僧
侶
と
し
て
の
優
劣
に
関
係
な
く
、
山
寺

に
籠
っ
て
い
る
こ
と
を
以
て
「
聖
」「
仙
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
の

如
く
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ま
し
て
や
優
秀
な
僧
侶
に
し
て
山
寺
に

籠
っ
た
と
な
れ
ば
、
当
然
の
よ
う
に
「
聖
（
仙
）」
と
称
さ
れ
そ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
良
命
の
場
合
、「
西
山
の
隠
者
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、「
聖
（
仙
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
は
、
何
か
し
ら
、

「
聖
」
と
呼
ば
れ
る
条
件
を
欠
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

あ
る
い
は
、
こ
の
良
命
は
、『
小
右
記
』
に
登
場
し
た
時
点
で
は
、
ま

だ
山
に
籠
っ
て
修
行
す
る
修
行
僧
と
し
て
の
実
績
が
欠
け
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

右
に
引
用
し
た
『
小
右
記
』
に
見
る
限
り
、
こ
の
と
き
は
、
実
資
が
良

命
を
支
援
す
る
最
初
で
あ
っ
た
か
の
如
く
で
あ
る
。「
去
る
二
日
に
此
の

師
に
逢
ふ
」
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
、
実
資
が
初
め
て
良
命
と
面
会
し

た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
察
す
る
に
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
実
資
に
良
命
を
紹
介
し
た
の

は
、
実
資
か
ら
良
命
へ
の
援
助
を
仲
介
し
た
仁
円
と
い
う
僧
侶
だ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
仁
円
は
、
そ
の
俗
名
を
実
資
に
よ
っ
て
把
握

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
も
と
も
と
は
実
資
家
の
従
者
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
彼
は
、
お
そ
ら
く
は
、
か
ね
て
よ
り
良
命
を
崇

敬
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
か
ら
、
良
命
が
西
山
に
籠
ろ
う
と

す
る
に
あ
た
っ
て
、
か
つ
て
の
主
家
で
あ
り
上
級
貴
族
で
も
あ
る
実
資
に

良
命
を
支
援
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
し
、
こ
う
し
た
推
測
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、

良
命
の
西
山
で
の
修
行
は
、
ま
だ
は
じ
ま
っ
て
間
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
後
、『
小
右
記
』
に
良
命
の
名
が
見
え
る
こ
と

は
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、
彼
は
、
西
山
に
籠
り
は
じ
め
て
ほ
ど
な
く
、

「
聖
」
の
称
を
得
る
間
も
な
い
ま
ま
に
、
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
源
経
頼
の
日
記
で
あ
る
『
左
経
記
』
に
は
、
万
寿
三
年
（
一

〇
二
六
）
十
月
十
日
、「
良
命
聖
の
房
」
に
お
い
て
、
懐
妊
中
の
後
一
条

天
皇
中
宮
藤
原
威
子
の
た
め
の
仏
事
の
一
つ
が
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
が
見

え
る
。
も
し
、
こ
の
『
左
経
記
』
の
良
命
が
、『
小
右
記
』
の
良
命
と
同

一
人
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
の
時
点
で
は
実
資

が
「
西
山
の
隠
者
」
と
呼
ぶ
ば
か
り
で
あ
っ
た
良
命
も
、
そ
れ
か
ら
十
余

年
を
経
た
万
寿
三
年
に
は
、
世
に
「
聖
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。



図 3　北山および「北山の辺」の主要な寺院（「平安京近郊の山
岳寺院分布図」〔『平安京提要』〕を改変）
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三　

北
山
の
聖
た
ち

1
　
北
山

　

北
山
と
い
う
の
は
、
現
在
に
お
い
て
な
ら
ば
、
左
大
文
字
で
知
ら
れ
る

大
文
字
山
を
南
端
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
北
北
東
の
方
角
に
鷲
ヶ
峰
・
釈
迦

谷
山
・
船
山
・
神
山
へ
と
連
な
り
、
鞍
馬
山
や
桟
敷
ヶ
岳
な
ど
を
含
む
京

都
市
北
部
の
丹
波
高
地
に
接
続
す
る
山
塊
の
こ
と
で
あ
る
（
図
3
）。
そ

し
て
、
平
安
時
代
中
期
に
お
い
て
平
安
京
に
暮
ら
す
人
々
が
「
北
山
」
と

称
し
た
の
も
、
一
部
に
名
称
が
異
な
る
も
の
こ
そ
あ
れ
、
同
様
の
山
々
で

あ
っ
た
。

　

ま
た
、
現
在
、
北
山
の
寺
院
と
し
て
は
、
山
裾
に
位
置
す
る
鹿
苑
寺

（
金
閣
寺
）・
光
悦
寺
・
常
照
寺
・
正
伝
寺
な
ど
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
、
平
安
時
代
中
期
の
時
点
で
は
、
い
ず
れ
も
、
ま
だ
存
在
す
る

に
至
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
今
や
京
都
を
代
表
す
る
寺
院
の
一
つ
と
な

っ
て
い
る
鞍
馬
寺
も
、
平
安
時
代
中
期
に
は
、
小
さ
な
山
寺
の
一
つ
に
過

ぎ
ず
、
有
名
な
寺
院
に
も
有
力
な
寺
院
に
も
な
り
得
て
い
な
か
っ
た
。

　

北
山
の
山
中
に
営
ま
れ
て
い
た
寺
院
に
し
て
、
既
に
平
安
時
代
中
期
に

お
い
て
多
く
の
人
々
の
尊
崇
を
勝
ち
得
て
い
た
の
は
、
妙
見
信
仰
の
霊
地

で
あ
っ
た
霊
巌
）
4
（
寺
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
北
山
は
、
東
山
・
西
山
に
比
べ

れ
ば
、
仏
道
修
行
の
場
と
し
て
さ
え
、
開
発
が
遅
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

な
お
、
平
安
時
代
の
人
々
が
「
北
山
の
辺
（
べ
）」
あ
る
い
は
「
北
山

の
辺
（
わ
た
）
り
」
と
呼
ん
だ
北
山
の
山
）
5
（
裾
に
位
置
し
て
平
安
時
代
中
期

当
時
に
有
力
で
あ
っ
た
寺
院
と
し
て
は
、
雲
林
院
・
施
無
畏
寺
・
法
音
寺

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
雲
林
院
は
、「
紫
野
院
」
と
呼
ば
れ

た
淳
和
天
皇
の
離
宮
が
遍
照
に
よ
っ
て
官
寺
と
さ
れ
た
寺
院
で
あ
っ
て
、

『
大
鏡
』
の
昔
語
り
の
舞
台
と
な
っ
た
菩
提
講
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
る
。
ま
た
、
施
無
畏
寺
は
、
兼
明
親
王
（
源
兼
明
）
が
そ
の
母
親
の
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願
い
を
承
け
て
建
立
し
た
寺
院
で
あ
る
が
、
創
建
か
ら
ほ
ど
な
く
定
額
寺

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
法
音
寺
は
、
慈
覚
大
師
円
仁
の
創
建
と
も
伝

え
ら
れ
、
平
安
時
代
中
期
に
は
花
山
天
皇
の
御
願
寺
に
も
な
っ
て
い
た
。

2
　「
北
山
の
無
縁
の
僧
等
」

　

右
大
臣
に
ま
で
昇
っ
た
上
級
貴
族
と
し
て
豊
か
な
財
力
を
有
し
て
い
た

藤
原
実
資
は
、
東
山
の
聖
た
ち
や
西
山
の
聖
た
ち
を
手
厚
く
援
助
し
続
け

て
い
た
が
、
そ
ん
な
実
資
に
も
、
北
山
の
聖
た
ち
を
支
援
す
る
こ
と
は
難

し
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
平
安
京
の
住
人
た
ち
に
と
っ
て
、
北
山
の
聖

た
ち
の
存
在
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　

平
安
時
代
中
期
に
お
い
て
、
北
山
を
修
行
の
場
と
す
る
僧
侶
た
ち
も
、

少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
。
し
か
も
、
平
安
京
か
ら
北
山
ま
で
の
距
離

が
、
平
安
京
か
ら
東
山
あ
る
い
は
西
山
ま
で
の
距
離
に
比
べ
て
明
ら
か
に

大
き
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
北
山
の
修
行
僧
た
ち
に
つ
い
て
は
、
東
山
の

聖
た
ち
や
西
山
の
聖
た
ち
よ
り
も
、
ず
っ
と
厳
し
い
仏
道
修
行
に
身
を
投

じ
て
い
た
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
当
時
の
北
山
に
は
、

都
に
暮
ら
す
人
々
に
よ
っ
て
「
聖
」
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
は
ず
の
僧
侶
が
、

幾
人
も
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
北
山
の
修
行
僧
た
ち
は
、
東
山
の
安
祥
寺
上
寺
で

人
知
れ
ず
餓
死
し
か
け
た
八
人
の
修
行
僧
た
ち
や
、
西
山
の
奥
深
く
を
修

行
の
場
と
し
て
「
山
々
に
来
た
り
て
籠
り
居
る
僧
等
」
と
呼
ば
れ
た
修
行

僧
た
ち
と
同
様
、
そ
の
存
在
を
平
安
京
の
住
人
た
ち
に
明
確
に
知
ら
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
北
山
が
東
山
や
西
山
よ
り
も
平

安
京
か
ら
遠
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
北
山
の
修

行
僧
た
ち
は
、
い
か
に
厳
し
い
修
行
に
励
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
な
か
な

か
「
聖
」
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
都
に
暮
ら
す
貴
族
で
あ
っ
た
実
資
に
も
可
能
な

の
は
、
北
山
の
裾
野
で
あ
る
「
北
山
の
辺
（
べ
）」
に
位
置
す
る
寺
院
の

僧
侶
を
仲
介
者
と
し
て
、
北
山
を
修
行
の
場
と
す
る
僧
侶
た
ち
を
支
援
す

る
こ
と
だ
け
と
な
っ
た
。
次
に
引
用
す
る
『
小
右
記
』
の
一
節
に
見
え
る

如
く
で
あ
る
。

随
身
の
信
武
を
差
り
て
米
一
石
五
斗
を
法
音
寺
の
法
真
師
の
許
に
遣
す
。

「
五
斗
は
法
真
の
料
な
り
。
一
石
は
近
辺
の
寺
幷
び
に
北
山
の
無
縁
の
僧

等
に
施
し
与
ふ
べ
し
」
の
由
、
法
真
師
に
示
し
遣
る
。

�

（『
小
右
記
』
長
元
五
年
十
二
月
二
十
四
日
条
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
実
資
は
、
か
ね
て
よ
り
、「
北
山
の
辺
」
の
法
音
寺

の
僧
侶
で
あ
る
法
真
を
、
定
期
的
に
支
援
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
法

真
は
、「
聖
」
と
見
做
さ
れ
て
は
い
な
い
ま
で
も
、
何
か
し
ら
実
資
の
信

仰
心
を
刺
激
す
る
よ
う
な
修
行
を
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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そ
し
て
、
法
真
へ
の
援
助
を
続
け
る
実
資
は
、
そ
の
法
真
を
通
じ
て
、

お
そ
ら
く
は
、
こ
れ
も
定
期
的
に
、
北
山
で
修
行
す
る
僧
侶
た
ち
に
も
援

助
を
与
え
て
い
た
。
実
資
が
一
度
の
援
助
で
法
真
の
も
と
に
送
っ
た
一
石

五
斗
の
米
の
う
ち
、
そ
の
三
分
の
二
に
あ
た
る
一
石
が
、
北
山
の
修
行
僧

た
ち
の
分
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
援
助
も
、
実
資
に
と
っ
て
は
、

け
っ
し
て
つ
い
で
の
も
の
な
ど
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
北
山
の
修
行
僧
た
ち
と
実
資
と
の
間
に
は
、
直
接
の

面
識
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
修
行
僧
た
ち
が
『
小
右
記
』

に
は
「
北
山
の
無
縁
の
僧
等
」
な
ど
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
彼
ら
の
こ

と
を
実
資
が
ほ
と
ん
ど
把
握
で
き
ず
に
い
た
た
め
に
違
い
あ
る
ま
い
。

　

ま
た
、
実
資
が
「
北
山
の
無
縁
の
僧
等
」
を
「
北
山
の
無
縁
の
僧
等
」

と
呼
ん
だ
の
は
、
実
資
の
知
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
修
行
僧
た
ち
が
、
誰
か

ら
も
援
助
を
受
け
ず
に
修
行
を
続
け
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

彼
ら
は
、「
聖
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
篤
信
の
修
行
僧
た
ち
で
あ
り
な
が
ら
、

世
に
知
ら
れ
ざ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
平
安
時
代
中
期
に
お
い
て
は
、
こ
れ
こ
そ
が
、
北
山
の
聖
た

ち
を
め
ぐ
る
実
情
で
あ
っ
た
。

3
　「
北
山
の
奥
」
の
「
あ
や
し
き
柴
の
庵
」
の
修
行
僧

　

で
は
、
北
山
の
修
行
僧
た
ち
は
、
ど
う
し
て
、
北
山
を
修
行
の
場
に
選

ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
藤
原
顕
能
と
い
う
人
物
の
体
験
が
、
一
つ
の
参
考

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

残
念
な
が
ら
、
右
の
藤
原
顕
能
は
、
平
安
時
代
後
期
の
初
頭
を
生
き
た

人
物
で
あ
っ
て
、
当
然
、
彼
の
経
験
し
た
出
来
事
は
、
平
安
時
代
中
期
の

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
彼
の
体
験
談
を
現
代
に
伝
え
る
最
も
古
い
媒
体

は
、
鴨
長
明
が
編
纂
し
た
『
発
心
集
』
お
よ
び
源
顕
兼
が
編
纂
し
た
『
古

事
談
』
で
あ
る
が
、
長
明
と
い
い
、
顕
兼
と
い
い
、
平
安
時
代
末
期
か
ら

鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
の
人
物
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
藤
原
顕
能
は
、
権
中
納
言
藤
原
顕
隆
の
息
子
と
し
て
確
か
に

実
在
し
た
人
物
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
父
親
ほ
ど
に
出
世
す
る
こ
と
も
な

く
一
介
の
中
級
貴
族
と
し
て
世
を
去
っ
た
顕
能
は
、
取
り
立
て
て
後
世
の

人
々
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
も
な
か
っ
た
か
ら
、『
発
心
集
』

や
『
古
事
談
』
が
彼
を
め
ぐ
っ
て
語
る
と
こ
ろ
に
は
、
大
き
な
虚
構
は
あ

る
ま
い
。
し
か
も
、『
発
心
集
』
と
『
古
事
談
』
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語

る
と
こ
ろ
に
全
く
齟
齬
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
長
明
も
、
顕
兼
も
、
伝
え
聞

く
ま
ま
に
顕
能
の
体
験
談
を
書
き
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
平
安
時
代
後
期
の
初
め
頃
の
出
来
事
で
あ
れ
ば
、
平
安
時
代

中
期
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
、
一
つ
の
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
く
ら

い
は
許
さ
れ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
以
下
に
顕
能
の
体
験
談
を
紹
介
し
て
い
く
が
、
そ
の
中
で

「　

」
を
付
け
た
う
え
で
（　

）
に
入
れ
て
付
記
す
る
の
は
、『
発
心
集
』
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が
「
美
作
守
顕
能
家
に
入
り
来
た
る
僧
の
事
」
と
し
て
伝
え
る
一
話
の
原

文
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
話
の
は
じ
ま
り
と
し
て
、
あ
る
日
、
美
作
守
藤
原
顕
能
の

私
宅
を
、
西
山
の
寺
（「
西
山
な
る
寺
」）
で
修
行
す
る
と
称
す
る
托
鉢

（「
乞
食
」）
の
僧
侶
が
訪
問
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
僧
侶
は
、
ま
だ
年
若

い
（「
艶
め
き
た
る
」）
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
す
ば
ら
し
い
読
経
を
披
露

し
た
（「
経
を
世
に
尊
く
読
む
」）
の
だ
と
い
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
托
鉢
の
僧
侶
は
、
顕
能
に
食
糧
の
援
助
を
求
め
る
に
あ

た
り
、
と
ん
で
も
な
い
身
の
上
を
語
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
下
級
貴

族
層
の
若
い
女
性
（「
あ
る
と
こ
ろ
の
生
女
房
」）
と
男
女
の
関
係
を
持
っ

て
い
た
が
、
彼
に
は
不
本
意
な
こ
と
な
が
ら
、
相
手
の
女
性
が
妊
娠
し
て

し
ま
い
（「
計
ら
ざ
る
他
に
た
だ
な
ら
ず
な
り
て
」）、
し
か
も
、
出
産
の
日

が
近
い
（「
此
の
月
に
罷
り
当
た
り
て
侍
る
」）
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ま
さ
に
破
戒
僧
の
告
白
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
件
の
僧
侶
も
、「
全
て
私
の
失
態
な
の
で
（「
偏
に
わ
が
過

ち
な
れ
ば
」）」
と
、
現
在
の
自
身
の
窮
状
を
、
自
身
の
破
戒
の
結
果
と
認

め
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
う
え
で
、
彼
は
、
し
ば
ら
く
は
身
動
き
が
取

れ
な
い
妊
婦
の
食
糧
を
ど
う
に
か
確
保
す
る
べ
く
（「
殊
更
籠
り
居
て
侍
ら

む
程
、
彼
が
命
継
ぐ
ば
か
り
の
物
与
へ
侍
ら
ば
や
」）、
顕
能
に
援
助
を
懇
願

し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
顕
能
は
、
快
く
援
助
の
食
糧
を
用
意
す
る
。
何
か
腑

に
落
ち
な
い
も
の
を
感
じ
た
顕
能
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
、
僧
侶
へ
の
同

情
が
先
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
顕
能
は
、
妊
婦
の
当
面
の
食
糧
と
し
て
十

分
で
あ
ろ
う
食
糧
を
そ
ろ
え
た
う
え
で
、
そ
れ
を
運
搬
す
る
人
員
ま
で
準

備
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
問
題
の
僧
侶
は
、
食
糧
が
準
備
さ
れ
た
こ
と
に
は
深
く
感
謝
し

な
が
ら
も
、
そ
の
食
糧
が
顕
能
の
提
供
す
る
人
員
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
強
い
抵
抗
を
示
す
。
彼
は
、
顕
能
が
用
意
し
た

食
糧
を
自
分
一
人
で
持
ち
帰
る
こ
と
に
、
ひ
ど
く
固
執
し
た
の
で
あ
る
。

僧
侶
は
、
顕
能
に
向
か
っ
て
、
き
っ
ぱ
り
と
、「『
居
所
を
知
ら
れ
た
く
な

い
』
と
考
え
て
お
り
ま
す
（「『
そ
こ
と
は
知
ら
れ
じ
』
と
思
ひ
給
へ
る
な

り
」）」
と
言
い
張
り
さ
え
す
る
。

　

こ
れ
を
怪
し
ん
だ
顕
能
は
、
僧
侶
の
言
う
と
こ
ろ
を
聞
き
容
れ
て
彼
を

一
人
で
帰
ら
せ
る
ふ
り
を
し
つ
つ
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
自
家
の
使
用
人
の

一
人
に
僧
侶
を
尾
行
さ
せ
る
。

　

す
る
と
、
僧
侶
が
多
く
の
食
糧
を
携
え
て
向
か
っ
た
先
は
、
西
山
で
は

な
く
、
北
山
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
彼
は
、
北
山
の
か
な
り
奥
ま
っ
た
と

こ
ろ
へ
と
進
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
る
（「
北
山
の
奥
に
は
る
ば
る
と
分
け
入

り
て
、
人
も
通
わ
ぬ
深
谷
に
入
り
に
け
り
」）。

　

結
局
、
そ
の
僧
侶
は
、
西
山
の
僧
侶
で
は
な
く
、
北
山
の
奥
を
修
行
の

場
と
す
る
修
行
僧
で
あ
っ
た
。
彼
が
修
行
の
場
と
し
た
の
は
、
よ
り
厳
密

に
は
、
北
山
の
奥
の
小
さ
く
粗
末
な
庵
（「
一
間
ば
か
り
な
る
あ
や
し
き
柴
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の
庵
」）
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

し
か
も
、
こ
の
僧
侶
は
、
彼
の
庵
に
お
い
て
、
た
だ
一
人
、
か
な
り
の

修
行
を
積
ん
で
い
た
。
彼
は
、
一
晩
中
で
も
『
法
華
経
』
を
読
み
続
け
た

の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
を
聞
く
者
は
涙
を
流
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

（「『
法
華
経
』
を
夜
も
す
が
ら
読
み
奉
る
声
、
い
と
尊
く
て
、
涙
も
止
ま
ら

ず
」）
ほ
ど
の
経
の
読
み
手
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
事
実
を
知
っ
た
顕
能
は
、
改
め
て
件
の
僧
侶
を
援
助
し
よ
う

と
、
支
援
の
た
め
の
食
糧
を
携
え
て
、
自
ら
北
山
へ
と
足
を
運
ぶ
。
が
、

僧
侶
は
、
け
っ
し
て
顕
能
と
再
び
接
触
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
彼
は
、
そ
の
後
、
顕
能
が
訪
れ
た
庵
か
ら
姿
を
消
し
て
、
そ
の
ま

ま
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
こ
ま
で
が
、『
発
心
集
』
お
よ
び
『
古
事
談
』
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ

る
藤
原
顕
能
の
体
験
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の

は
、
も
ち
ろ
ん
、
顕
能
の
も
と
を
訪
れ
た
僧
侶
で
あ
る
。

　

件
の
僧
侶
は
、
顕
能
に
対
し
て
、
女
性
を
妊
娠
さ
せ
て
し
ま
っ
た
破
戒

僧
を
装
う
。
が
、
そ
の
実
、
彼
は
、
北
山
の
奥
の
粗
末
な
庵
に
お
い
て
一

人
き
り
で
修
行
に
励
む
立
派
な
修
行
僧
で
あ
っ
た
。
も
し
、
そ
の
存
在
が

世
に
知
ら
れ
た
な
ら
ば
、
こ
の
僧
侶
は
、「
聖
」
と
呼
ば
れ
て
、
さ
ぞ
や

多
く
の
人
々
の
尊
崇
を
集
め
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
れ
こ
そ
が
、
問
題
の
僧
侶
の
最
も
嫌
う
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
顕
能
に
庵
の
位
置
を
知
ら
れ
る
と
、
早
々
に
そ

こ
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
が
顕
能
の
前
で
も

っ
と
も
ら
し
い
噓
を
並
べ
た
の
も
、
た
だ
一
度
だ
け
の
支
援
を
引
き
出
し

て
、
そ
の
後
に
は
一
切
の
関
わ
り
を
持
た
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
す
る
た

め
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
北
山
の
奥
の
修
行
僧
は
、
修
行
を
続
け
る
の
に
必
要
な
食
糧
を
得

る
た
め
に
、
や
む
な
く
都
の
貴
族
に
援
助
を
乞
い
は
し
た
も
の
の
、
そ
の

貴
族
か
ら
の
継
続
的
な
支
援
を
望
ん
で
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
、

一
人
の
貴
族
か
ら
の
支
援
を
受
け
続
け
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
を
契
機
と
し

て
、
世
間
に
存
在
を
知
ら
れ
、
や
が
て
は
、「
聖
」
と
称
さ
れ
て
、
多
く

の
人
々
と
関
わ
り
を
持
た
ざ
る
を
得
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
わ
け
だ
が
、

件
の
修
行
僧
は
、
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
修
行
僧
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
北
山
の
奥
に
は
る
ば
る
と

分
け
入
り
て
、
人
も
通
わ
ぬ
深
谷
に
入
り
に
け
り
」
と
い
う
場
所
を
選
ん

で
、
し
か
も
、「
一
間
ば
か
り
な
る
あ
や
し
き
柴
の
庵
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
な
粗
末
な
庵
を
結
ん
だ
の
は
、
た
だ
た
だ
仏
道
修
行
だ
け
に
専
念
す
る

こ
と
を
望
ん
で
い
た
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
平
安
時
代
中
期
に
お
い
て
、
北
山
を
修
行
の
場
に
選
ん
で

『
小
右
記
』
に
「
北
山
の
無
縁
の
僧
等
」
と
し
て
登
場
し
た
よ
う
な
僧
侶

た
ち
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
、
右
の
修
行
僧
の
同
類
た
ち
だ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
、
う
っ
か
り
誰
か
ら
も
支
援
を
受
け
ら
れ
な

い
場
所
を
修
行
の
場
に
選
ん
で
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
強
い
意
志
の
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も
と
、
世
間
か
ら
の
援
助
が
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
一
心
に
修
行
に
励
め
る

こ
と
を
選
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

と
す
れ
ば
、「
北
山
の
無
縁
の
僧
等
」
も
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
「
聖
」

と
し
て
都
の
人
々
に
持
て
囃
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
を
自
ら
拒
ん
だ
修
行
僧
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、『
発
心
集
』
は
、
顕
能
の
体
験
談
か
ら
、
次
の
よ
う
な
訓
戒
を

引
き
出
す
が
、
こ
こ
に
見
え
る
考
え
方
は
、
北
山
を
修
行
の
場
に
選
ん
だ

僧
侶
た
ち
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
に
道
心
あ
る
人
は
、
か
く
、「
我
が
身
の
徳
を
隠
さ
む
」
と
、
過
を
露

は
し
て
、
尊
ま
れ
ん
事
を
恐
る
る
な
り
。
も
し
、
人
、
世
を
遁
れ
た
れ
ど

も
、「『
い
み
じ
く
背
け
り
』
と
云
は
れ
ん
」「
尊
く
行
ふ
由
を
聞
か
れ
ん
」

と
思
へ
ば
、
世
俗
の
名
聞
よ
り
も
甚
だ
し
。

�

（『
発
心
集
』
第
一
）

　

こ
う
し
た
教
え
か
ら
す
る
と
、
真
に
「
聖
」
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
べ
き

は
、「
北
山
の
無
縁
の
僧
等
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
歴
史

的
な
事
実
と
し
て
、
世
に
存
在
を
知
ら
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
彼
ら
は
、
つ

い
に
「
聖
」
と
し
て
都
の
人
々
か
ら
の
尊
崇
を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

四　

平
安
京
の
住
人
た
ち
の
認
識
に
お
け
る
東
山

1
　「
山
里
」
と
し
て
の
東
山
　
そ
の
一

　

平
安
時
代
中
期
の
人
々
は
、
特
に
、
当
時
の
平
安
京
の
住
人
た
ち
は
、

東
山
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

既
に
見
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
中
期
に
お
い
て
、
東
山
の
山
々
に
は
、

数
多
く
の
寺
院
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
寺
院
に
は
、
そ

こ
に
籠
っ
て
仏
道
修
行
に
励
む
修
行
僧
た
ち
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
お

り
、
そ
う
し
た
修
行
僧
た
ち
の
一
部
は
、
都
に
暮
ら
す
人
々
か
ら
、「
聖
」

と
呼
ば
れ
て
、
特
別
に
崇
敬
さ
れ
て
い
た
。

　

と
す
れ
ば
、
当
時
の
都
の
住
人
た
ち
が
、
東
山
を
め
ぐ
っ
て
、
何
か
特

別
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
う
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
る
ま

い
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
当
該
期
に
都
に
暮
ら
し
た
人
々
が
、
東
山
を
ど

の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
、
ま
ず
は
、
東
山
の
主
要
な
寺
院
の
一

つ
で
あ
る
長
楽
寺
に
関
わ
る
和
歌
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　

長
楽
寺
の
位
置
は
、
概
ね
、
清
水
寺
の
真
北
で
あ
る
が
、
三
位
中
将
藤

原
道
雅
の
娘
に
し
て
上
東
門
院
藤
原
彰
子
に
仕
え
る
女
房
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
「
上
東
門
院
中
将
」
と
呼
ば
れ
た
貴
族
女
性
は
、
長
楽
寺
に
し
ば
ら

く
籠
っ
て
い
た
頃
に
、
次
に
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
か
ら
引
用
す
る
一
連
の



146

常民文化研究　第１巻（2022）

和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

　
　

長
楽
寺
に
住
み
侍
り
け
る
頃
、

　
　

二
月
ば
か
り
に
人
の
も
と
に

　
　

言
ひ
遣
し
け
る　
　
　
　
　
　
　
　

上
東
門
院
中
将

思
ひ
や
れ　

霞
込
め
た
る　

山
里
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
待
つ
ほ
ど
の　

春
の
徒
然

�

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
一
春
上
）

　
　

長
楽
寺
に
住
み
侍
り
け
る
頃
、

　
　

斎
院
よ
り
「
山
里
の
桜
は
い

　
　

か
が
」
と
あ
り
け
れ
ば
、
詠

　
　

み
侍
り
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
東
門
院
中
将

匂
ふ
ら
ん　

花
の
都
の　

恋
し
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

折
る
に
も
の
憂
き　

山
桜
か
な

�

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
一
春
上
）

　
　

長
楽
寺
に
住
み
侍
り
け
る
頃
、

　
　

人
の
も
と
よ
り
「
こ
の
頃
、
何

　
　

事
か
」
と
問
ひ
て
侍
り
け
れ
ば

　
　

詠
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
東
門
院
中
将

こ
の
頃
は　

木
々
の
梢
に　

紅
葉
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鹿
こ
そ
は
鳴
け　

秋
の
山
里

�

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
五
秋
下
）

　
　

長
楽
寺
に
住
み
侍
り
け
る
頃
、

　
　

人
の
「
何
事
か
」
と
言
ひ
て

　
　

侍
り
け
れ
ば
、
遣
し
け
る　
　
　
　

上
東
門
院
中
将

思
ひ
や
れ　

問
ふ
人
も
な
き　

山
里
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樋
（
か
け
い
）
の
水
の　

心
細
さ
を

�

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
七
雑
三
）

　

こ
れ
ら
の
四
首
に
見
る
限
り
、
上
東
門
院
中
将
に
と
っ
て
、
長
楽
寺
の

位
置
す
る
東
山
は
、「
山
里
（
や
ま
ざ
と
）」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
地
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
右
の
一
連
の
和
歌
が
、
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
後
拾
遺
和

歌
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
東
山
を
「
山
里
」
と
見

做
す
こ
と
は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
、
平
安
京
に
暮
ら
す
人
々
の
間
で
広

く
共
有
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
や
は
り
右
の
四
つ
の
和
歌
か
ら
読
み
取
る
に
、
平
安
時
代
の

人
々
の
言
う
「
山
里
」
と
は
、「
徒
然
」
に
悩
ま
さ
れ
る
地
で
あ
り
、「
憂

き
」
気
持
ち
に
な
る
ほ
ど
に
「
都
の
恋
し
く
」
な
る
地
で
あ
り
、
鹿
の
鳴

き
声
く
ら
い
し
か
聞
こ
え
て
こ
な
い
地
で
あ
り
、
そ
し
て
、「
問
ふ
人
も
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な
き
」
地
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
平
安
京
と
の
比
較
に
お
い
て
、
人
の

気
配
が
な
く
、
静
か
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ひ
ど
く
寂
し
い
地
が
、
平
安
時

代
の
都
の
住
人
た
ち
の
言
う
「
山
里
」
な
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
平
安
時
代
の
人
々
が
使
っ
た
「
山
里
」
と
い
う
言
葉
が
、
確
か

に
「
人
の
気
配
が
な
く
、
静
か
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ひ
ど
く
寂
し
い
地
」

を
意
味
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
意
味
で
、
も
う
一
首
、『
古
今
和
歌
集
』

に
収
め
ら
れ
る
、
次
の
和
歌
を
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　

冬
の
歌
と
て
詠
め
る　
　
　
　
　
　
　

源
宗
于
朝
臣

山
里
は　

冬
ぞ
寂
し
さ　

増
さ
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
目
も
草
も　

か
れ
ぬ
と
思
へ
ば

�

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
六
冬
歌
）

　

こ
れ
は
、『
小
倉
百
人
一
首
』
に
も
採
ら
れ
る
一
首
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
詠
ま
れ
る
「
山
里
」
は
、
や
は
り
、「
寂
し
さ
」
を
特
徴
と
す
る
地
で

あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
人
目
が
離
（
か
）
れ
て
草
も
枯
れ
る
冬
と
も
な
る

と
、
よ
り
際
立
っ
た
「
寂
し
さ
」
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
）
6
（
る
。

2
　「
山
里
」
と
し
て
の
東
山
　
そ
の
二

　

と
は
い
え
、「
山
里
」
も
ま
た
、
あ
く
ま
で
も
「
里
」
で
あ
っ
て
、
人

の
住
ま
う
場
で
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
事
実
、
平
安
時
代
の
都
の
住
人
た

ち
が
「
山
里
」
と
見
做
し
た
東
山
は
、
た
だ
寺
院
が
散
在
す
る
ば
か
り
の

地
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
人
家
が
見
ら
れ
る
地
で
も
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
九
第
二
十
八
の
「
清
水
ノ
南
ノ

辺
リ
ニ
住
ム
乞
食
ノ
女
ヲ
以
テ
人
ヲ
謀
リ
入
レ
テ
殺
ス
語
」
に
は
、
上
級

貴
族
家
の
御
曹
司
（「
家
高
キ
君
達
」）
で
あ
る
近
衛
中
将
が
行
き
ず
り
に

見
初
め
た
う
つ
く
し
い
女
性
の
自
宅
と
し
て
、「
清
水
ノ
南
ニ
当
タ
リ
テ
、

阿
弥
陀
ノ
峰
ノ
北
ナ
ル
所
ニ
候
フ
家
」
が
登
場
す
る
。
清
水
寺
の
南
で
阿

弥
陀
峰
の
北
に
立
地
す
る
そ
の
家
は
、
ま
さ
に
東
山
の
人
家
で
あ
る
。

　

そ
の
家
の
造
り
は
と
い
え
ば
、「
廻
リ
ノ
築
垣
糸
強
ク
シ
テ
、
門
高
ク

立
テ
タ
リ
」「
入
リ
テ
見
レ
バ
、
屋
共
数
有
リ
。
客
人
居
ト
思
シ
キ
所
有

リ
」
と
い
う
、
か
な
り
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
屋
内
も
、

「
糸
吉
ク
設
ヒ
テ
、
屛
風
・
几
帳
ナ
ド
立
テ
、
浄
気
ナ
ル
畳
ナ
ド
敷
キ
テ
、

母
屋
ニ
簾
懸
ケ
タ
リ
」
と
、
み
ご
と
に
設
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

し
か
し
、
近
衛
中
将
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
家
が
建
っ
て
い
て
も
、
東
山
の

地
を
、
や
は
り
、「
山
里
」
と
見
做
す
。
件
の
家
を
訪
れ
た
近
衛
中
将
は
、

「
此
カ
ル
山
郷
ナ
レ
ド
モ
、
故
有
リ
テ
住
ミ
成
シ
タ
レ
バ
、
心
憎
ク
思
ヒ

テ
」
と
、
そ
の
家
の
す
ば
ら
し
さ
に
感
心
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
を
「
山
郷

（
や
ま
ざ
と
）」
と
見
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
譲
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
家
に
暮
ら
す
女
性
さ
え
も
が
、
自
ら
を
「
山
郷
人
（
や
ま
ざ
と
び

と
）」
と
呼
び
、
東
山
を
「
山
里
」
と
す
る
認
識
を
示
す
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、「
山
里
」
で
あ
る
東
山
に
家
を
持
つ
と
い
う
の
は
、
平
安
時
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代
の
貴
族
層
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
け
っ
し
て
奇
異
な
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
ら
は
、
経
済
的
な
余
裕
が
あ
れ
ば
、
好
ん
で
東

山
に
別
荘
を
構
え
た
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
藤
原
道
兼
が
し
ば
し
ば
遊
興
に
訪
れ
た
別
荘
は
、
東
山
の
粟

田
に
営
ま
れ
て
い
た
。
道
兼
と
い
え
ば
、
数
日
間
だ
け
関
白
を
務
め
た
末

に
病
没
し
た
こ
と
で
「
七
日
関
白
」
と
揶
揄
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
が
、
彼

が
「
粟
田
関
白
」
と
も
呼
ば
れ
る
の
は
、
彼
の
憩
い
の
場
で
あ
っ
た
別
荘

が
東
山
の
粟
田
に
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
の
道
兼
の
粟
田
の
別
荘
に
は
、
彼
と
友
誼
を
結
ん
で
い
た
藤
原
実
資

も
、
し
ば
し
ば
招
か
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
、『
小
右
記
』
に
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

右
将
軍
の
車
を
門
外
に
留
め
ら
る
。
車
に
て
粟
田
の
山
庄
に
詣
づ
。

�

（『
小
右
記
』
正
暦
元
年
十
一
月
十
五
日
条
）

早
朝
に
内
相
府
の
御
車
を
寄
せ
ら
る
。
同
車
し
て
宰
相
中
将
の
家
門
に
向

か
ひ
て
、
同
じ
く
招
き
乗
せ
ら
れ
て
、
粟
田
に
向
か
は
る
。
公
卿
の
多
く

会
ひ
て
、
或
る
ひ
は
射
、
或
る
ひ
は
厩
の
馬
を
以
て
競
べ
ら
る
。
又
、
晩

頭
に
左
右
に
相
ひ
分
か
れ
て
上
達
部
・
殿
上
人
の
射
る
に
、
前
の
勝
て
ば
、

募
る
に
小
鮎
を
以
て
す
。
馬
を
以
て
懸
物
に
為
し
て
、
即
ち
前
庭
の
樹
に

繫
ぐ
。
藤
宰
相
の
科
に
中
つ
。
又
、
少
納
言
実
成
の
同
じ
く
中
つ
。
仍
り

て
、
共
に
得
ず
。
其
の
後
、
近
衛
府
官
人
等
の
之
を
射
る
。
三
度
に
て
了

は
る
。
夜
に
入
り
て
各
々
に
分
か
れ
散
る
。
藤
宰
相
の
同
車
し
て
家
に
帰

る
。

�

（『
小
右
記
』
正
暦
四
年
二
月
六
日
条
）

　

実
資
は
、
牛
車
で
迎
え
に
来
た
道
兼
（「
右
将
軍
」「
内
相
府
」）
に
連
れ

ら
れ
て
彼
の
粟
田
の
別
荘
（「
粟
田
の
山
庄
」）
へ
と
向
か
う
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
だ
が
、
そ
の
粟
田
の
別
荘
に
は
、
実
資
の
他
に
も
、
多
く
の
上
級

貴
族
た
ち
が
招
か
れ
て
お
り
、
か
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
が
用
意
さ
れ
て

い
た
。
道
兼
が
粟
田
に
建
て
た
別
荘
は
、
そ
う
し
た
遊
興
の
場
に
ふ
さ
わ

し
い
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

3
　
浄
土
の
入
口
と
し
て
の
東
山

　

し
か
し
、
東
山
は
、
た
だ
「
山
里
」
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
た
だ
の
「
山
里
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に

多
く
の
寺
院
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
平
安
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
の
東
山
は
、
言
う
な
れ
ば
、
浄

土
の
入
口
で
あ
っ
た
。

　
『
小
右
記
』
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
小
記
目
録
』
は
、

次
の
よ
う
な
項
目
を
立
て
る
。
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長
徳
元
年
九
月
十
五
日
、
聖
人
の
阿
弥
陀
岑
に
身
を
焚
く
事
〔
華
山
法
皇

の
之
を
覧
ず
〕

�

（『
小
記
目
録
』
第
十
六
臨
時
六
聖
人
事
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
山
の
阿
弥
陀
峰
に
お
い
て
一
人
の
聖
が
焼
身
往
生

を
遂
げ
た
ら
し
い
。
そ
の
日
は
、
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
九
月
の
十
五
日

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
毎
月
の
十
五
日
が
阿
弥
陀
如
来
の
縁
日
に
あ
た

る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

残
念
な
が
ら
、
長
徳
元
年
の
『
小
右
記
』
は
、
そ
の
全
て
が
現
代
に
伝

わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
同
年
九
月
十
五
日
の
記
事
は
失
わ
れ
て
し

ま
っ
て
お
り
、
同
記
か
ら
右
の
一
件
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

が
、
幸
い
に
も
、
こ
の
焼
身
往
生
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
に
引
用
す
る
よ
う

に
、『
日
本
紀
略
』
お
よ
び
『
百
錬
抄
』
が
幾
ら
か
の
細
部
を
伝
え
て
く

れ
て
い
る
。

六
波
羅
蜜
寺
住
僧
覚
信
の
菩
提
寺
の
北
の
辺
り
に
於
い
て
身
を
焼
く
。
華

山
法
皇
幷
び
に
公
卿
等
の
行
き
向
か
ひ
て
之
を
拝
す
。

�

（『
日
本
紀
略
』
長
徳
元
年
九
月
十
五
日
条
）

上
人
の
阿
弥
陀
峯
に
於
い
て
身
を
焼
く
。
上
下
の
雲
集
し
て
之
を
見
る
。

近
年
に
諸
国
で
身
を
焼
く
者
は
十
一
人
な
り
と
云
々
。

�

（『
百
錬
抄
』
長
徳
元
年
九
月
十
六
日
条
）

　

ど
う
や
ら
、『
小
記
目
録
』
が
焼
身
往
生
の
「
聖
人
」
と
伝
え
る
の
は
、

覚
信
と
い
う
六
波
羅
蜜
寺
の
僧
侶
で
あ
る
ら
し
い
。
六
波
羅
蜜
寺
と
い
え

ば
、
東
山
の
麓
に
位
置
す
る
寺
院
で
あ
り
、
空
也
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
西

光
寺
の
後
身
で
あ
る
。
そ
の
六
波
羅
蜜
寺
の
僧
が
、
阿
弥
陀
如
来
の
縁
日

を
選
ん
で
、
阿
弥
陀
峰
に
お
い
て
焼
身
往
生
に
臨
む
こ
と
は
、
当
時
の

人
々
に
と
っ
て
は
、
実
に
受
け
容
れ
や
す
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
焼
身
往
生
に
は
、
花
山
法
皇
や
公
卿
た
ち
を
は
じ
め
と
し
て
、

身
分
を
問
わ
な
い
多
く
の
人
々
が
立
ち
会
っ
た
の
も
、
そ
れ
ゆ
え
の
こ
と

で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
ら
は
、
覚
信
の
焼
身
往
生
を
肯
定
的
に
捉
え
て
、
結

縁
の
た
め
に
集
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
焼
身
往
生
は
、
平
安
時
代
中
期
当
時
に
お
い
て
は
、
必
ず
し

も
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
右
に
引
用
し
た
『
百
錬
抄
』
に
よ

れ
ば
、
長
徳
元
年
以
前
の
幾
年
か
の
間
だ
け
で
も
、
全
国
で
十
一
人
も
が

焼
身
往
生
を
遂
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
当
時
に
お
い
て
浄
土
教

的
な
信
仰
が
急
速
に
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
東
山
に
お
い
て
は
、
次
に
引
用
す
る
諸
書
に
見
え
る
如
く
、

こ
の
三
十
年
ほ
ど
後
に
も
、
も
う
一
人
の
篤
信
者
が
焼
身
往
生
を
遂
げ
る

こ
と
に
な
る
。
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万
寿
三
年
七
月
十
五
日
、
鳥
戸
野
に
於
い
て
女
法
師
の
身
を
焼
く
事

�

（『
小
記
目
録
』
巻
第
十
六
臨
時
六
聖
人
事
）

今
日
、
或
る
比
丘
尼
の
鳥
辺
野
に
於
い
て
身
を
焼
く
。

�

（『
日
本
紀
略
』
万
寿
三
年
五
月
十
五
日
条
）

今
暁
、
尼
の
鳥
部
野
に
於
い
て
身
を
焼
く
と
云
々
〔
世
に
「
薬
王
品
尼
」

と
称
す
と
云
々
〕。
身
を
焼
く
の
間
、
心
は
散
り
乱
る
る
に
非
ず
。
西
を

向
き
て
焼
き
了
は
ん
ぬ
と
云
々
。

�

（『
左
経
記
』
万
寿
三
年
七
月
十
五
日
条
）

　

こ
の
往
生
人
は
、
女
性
の
尼
僧
（「
女
法
師
」「
比
丘
尼
」）
で
あ
っ
た
が
、

源
経
頼
の
日
記
で
あ
る
『
左
経
記
』
に
「
世
に
『
薬
王
品
尼
』
と
称
す
」

と
見
え
る
よ
う
に
、
世
間
に
名
が
通
っ
て
い
た
ら
し
く
、
も
し
、
男
性
の

僧
侶
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
聖
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
よ
う

な
存
在
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
尼
僧
が
焼
身
往
生
を
遂
げ
た
の
も
、
万
寿
三
年
七
月
の
十

五
日
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
彼
女
は
、
西
を
向
い
て
果
て
た
（「
西
を
向

き
て
焼
き
了
は
ん
ぬ
」）
と
い
う
か
ら
、
彼
女
が
向
か
っ
た
先
は
、
や
は
り
、

阿
弥
陀
如
来
の
西
方
極
楽
浄
土
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に

理
解
す
る
な
ら
ば
、
彼
女
が
焼
身
往
生
を
遂
げ
た
場
は
、
実
は
、
東
山
の

阿
弥
陀
峰
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
小
記
目
録
』『
日
本
紀
略
』『
左

経
記
』
は
、
彼
女
の
焼
身
往
生
の
現
場
を
「
鳥
戸
野
」「
鳥
辺
野
」「
鳥
部

野
」
と
伝
え
る
も
の
の
、
平
安
時
代
に
「
鳥
戸
野
」「
鳥
辺
野
」「
鳥
部

野
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
清
水
寺
よ
り
南
の
東
山
の
裾
野
か
ら
東
山
の
一

角
を
成
す
阿
弥
陀
峰
や
鳥
辺
山
を
も
含
む
、
か
な
り
広
い
地
域
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
東
山
は
、
平
安
時
代
の
人
々

に
と
っ
て
、
西
方
極
楽
浄
土
の
入
口
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
自
己
の
身
体
に
火
を
放
っ
て
ま
で
極
楽
往
生
を
遂
げ
よ
う
と
し
た
僧

侶
や
尼
僧
が
、
そ
の
荒
行
に
臨
む
地
と
し
て
東
山
を
選
ん
だ
の
は
、
当
時

に
お
い
て
、
東
山
を
浄
土
の
入
口
と
見
做
す
こ
と
が
、
広
く
共
通
認
識
と

な
っ
て
い
た
か
ら
に
違
い
あ
る
ま
い
。

　

た
だ
し
、
東
山
に
は
、
浄
土
教
的
な
信
仰
と
は
距
離
を
置
く
仏
道
修
行

に
専
念
す
る
修
行
僧
た
ち
も
数
多
く
い
た
こ
と
を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

平
安
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
の
東
山
は
、
西
方
極
楽
浄
土
の
入
口
で
あ
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
く
、
仏
典
に
説
か
れ
る
浄
土
の
全
般
の
入

口
で
あ
っ
た
ろ
う
。
東
山
は
、
平
安
時
代
を
生
き
た
人
々
に
と
っ
て
は
、

例
え
ば
、
薬
師
如
来
の
東
方
瑠
璃
光
浄
土
の
入
口
で
も
あ
り
、
観
音
菩
薩

の
補
陀
落
浄
土
の
入
口
で
も
あ
り
、
弥
勒
菩
薩
の
兜
率
天
浄
土
の
入
口
で

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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五　

平
安
京
の
住
人
た
ち
の
認
識
に
お
け
る
西
山

1
　「
山
里
」
と
し
て
の
西
山
　
そ
の
一

　

西
山
も
ま
た
、
平
安
時
代
中
期
の
平
安
京
の
住
人
た
ち
に
よ
っ
て
、

「
山
里
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　

例
え
ば
、
次
に
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
か
ら
引
用
す
る
一
首
に
詠
ま
れ
て

い
る
の
は
、
山
里
と
し
て
の
西
山
か
ら
見
た
月
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
を

詠
ん
だ
藤
原
範
永
は
、
勅
撰
和
歌
集
に
三
十
首
が
採
ら
れ
て
い
る
歌
人
で

あ
り
、
和
泉
式
部
の
娘
の
小
式
部
内
侍
の
夫
と
し
て
も
知
ら
れ
る
人
物
で

あ
る
が
、
こ
の
和
歌
を
詠
ん
だ
折
に
は
、
小
式
部
内
侍
は
一
緒
に
い
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

広
沢
の
月
を
見
て
詠
め
る　
　
　
　

藤
原
範
永
朝
臣

住
む
人
も　

な
き
山
里
の　

秋
の
夜
（
よ
）
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
の
光
も　

寂
し
か
り
け
り

�

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
第
四
秋
上
）

　

広
沢
と
い
え
ば
、
平
安
京
西
郊
の
名
所
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
広
沢
池

の
周
辺
で
あ
る
が
、
広
沢
池
が
西
山
の
麓
に
位
置
す
る
よ
う
に
、
広
沢
の

地
は
、
西
山
の
一
角
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
広
沢
の
月
を
、
平
安
時
代

中
期
を
代
表
す
る
歌
人
の
一
人
は
、
山
里
の
月
と
し
て
和
歌
に
詠
み
込
ん

だ
の
で
あ
っ
た
。

2
　「
山
里
」
と
し
て
の
西
山
　
そ
の
二

　

そ
ん
な
山
里
と
し
て
の
西
山
は
、
東
山
と
同
じ
く
、
別
荘
が
営
ま
れ
る

地
と
な
っ
て
い
た
。

　

例
え
ば
、
次
に
引
く
『
小
右
記
』
は
、
晩
春
の
一
日
、
円
融
法
皇
が
花

見
の
た
め
に
西
山
へ
と
足
を
運
ん
だ
こ
と
を
伝
え
る
が
、
こ
の
折
、
法
皇

が
休
憩
が
て
ら
に
食
事
を
摂
っ
た
の
は
、
寛
朝
と
い
う
高
僧
が
広
沢
の
地

に
営
む
「
山
庄
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

早
朝
に
内
よ
り
退
が
り
出
づ
。
次
い
で
、
院
に
参
る
に
、
御
車
に
御
し
て

西
山
の
花
を
覧
ず
。
…
。
先
づ
、
大
井
を
覧
じ
、
河
辺
に
於
い
て
御
馬
に

御
し
て
、
寺
々
を
覧
ず
。
寛
朝
僧
正
の
領
す
る
所
の
広
沢
山
庄
に
於
い
て

朝
膳
を
供
す
。
了
は
り
て
仁
和
寺
を
覧
ず
。
次
い
で
、
円
融
寺
に
御
す
。

�

（『
小
右
記
』
寛
和
元
年
三
月
十
六
日
条
）

　

右
の
「
広
沢
山
庄
」
の
主
で
あ
る
寛
朝
は
、
広
沢
池
に
近
い
遍
照
寺
を

住
房
と
し
た
こ
と
か
ら
、「
遍
照
寺
僧
正
」
と
も
「
広
沢
僧
正
」
と
も
呼

ば
れ
た
が
、
大
僧
正
に
ま
で
昇
っ
た
彼
は
、
宇
多
天
皇
皇
子
の
敦
実
親
王

の
子
と
い
う
貴
種
で
あ
る
。
彼
の
有
し
た
「
広
沢
山
庄
」
も
、
元
来
は
敦
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実
親
王
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
次
に
引
く
『
更
級
日
記
』
の
一
節
か
ら
は
、
前
常
陸
介
の
菅
原

孝
標
が
そ
の
娘
と
と
も
に
し
ば
し
西
山
の
い
ず
こ
か
で
暮
ら
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
と
き
、
孝
標
一
家
の
居
所
と
な
っ
た
の
は
、
孝

標
自
身
の
領
す
る
別
荘
か
、
彼
の
友
人
の
持
つ
別
荘
か
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。あ

づ
ま
に
下
り
し
親
、
か
ら
う
じ
て
上
り
て
、
西
山
な
る
と
こ
ろ
に
落
ち

着
き
た
れ
ば
、
そ
こ
に
皆
渡
り
て
見
る
に
、
い
み
じ
う
う
れ
し
き
に
、
月

の
明
か
き
夜
一
夜
、
物
語
な
ど
し
て
、
…

�

（『
更
級
日
記
』）

　

そ
し
て
、
こ
の
西
山
で
の
生
活
の
中
で
、『
更
級
日
記
』
の
作
者
と
し

て
「
菅
原
孝
標
女
」
と
呼
ば
れ
る
貴
族
女
性
は
、
次
の
一
首
を
詠
ん
で
い

る
。
彼
女
は
、
自
ら
の
暮
ら
す
西
山
を
、
は
っ
き
り
と
「
山
里
」
と
見
做

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

思
ひ
出
で
て　

人
こ
そ
訪
（
と
）
は
ね　

山
里
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

籬
（
ま
が
き
）
の
萩
に　

秋
風
は
吹
く

�

（『
更
級
日
記
』）

3
　
浄
土
の
入
口
と
し
て
の
西
山

　

東
山
は
、
平
安
京
の
住
人
た
ち
に
と
っ
て
、「
山
里
」
で
あ
る
と
と
も

に
、
仏
教
の
浄
土
の
入
口
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
西
山
も
同

じ
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
西
山
に
は
大
小
の
寺
院
が
散
在
し
て
い
た
こ

と
に
も
、
ま
た
、「
聖
」
と
呼

ば
れ
る
僧
侶
を
含
む
多
く
の
修

行
僧
た
ち
が
、
修
行
の
場
と
し

て
西
山
を
選
ん
で
い
た
こ
と
に

も
、
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
も
し
も
、
北
山
に

つ
い
て
も
、
東
山
や
西
山
に
つ

い
て
と
同
様
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
平
安
時

代
中
期
に
都
に
暮
ら
し
た
人
々

の
認
識
に
お
け
る
平
安
京
周
辺

は
、
上
に
掲
げ
る
図
の
よ
う
に

表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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六　

平
安
京
の
住
人
た
ち
の
認
識
に
お
け
る
北
山

1
　「
山
里
」
と
し
て
の
「
北
山
の
辺
」

　

平
安
京
の
北
郊
に
つ
い
て
、
平
安
時
代
中
期
の
平
安
京
の
住
人
た
ち
が

「
山
里
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
は
、
北
山
で
は
な
く
、
北
山
の
裾
野

と
し
て
北
山
と
平
安
京
と
の
間
に
広
が
る
紫
野
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

当
時
に
お
い
て
都
に
暮
ら
し
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
北
山
で
は
な
く
、

「
北
山
の
辺
」
こ
そ
が
、
東
山
や
西
山
と
同
様
の
「
山
里
」
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

次
に
引
用
す
る
の
は
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
見
え
る
一
首
で
あ
る
が
、

こ
の
和
歌
に
お
い
て
、「
北
山
の
辺
」
の
紫
野
は
、
は
っ
き
り
と
「
山
里
」

と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
　

選
子
内
親
王
、
斎
院
と
聞
こ
え

　
　

け
る
と
き
、
正
月
三
日
、
上
達

　
　

部
、
数
多
参
り
て
、「
梅
が
枝
」

　
　

と
い
ふ
歌
を
謡
ひ
て
遊
び
侍
り

　
　

け
る
に
、
内
よ
り
土
器
（
か
わ
ら

　
　

け
）
出
だ
す
と
て
、
詠
み
侍
り
け
る　
　
　

詠
み
人
知
ら
ず

降
り
積
も
る　

雪
消
え
難
き　

山
里
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
を
知
ら
す
る　

鶯
の
声

�

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
一
春
上
）

　

村
上
天
皇
第
十
皇
女
の
選
子
内
親
王
は
、
五
十
七
年
も
の
長
き
に
渡
っ

て
賀
茂
斎
院
を
務
め
た
こ
と
か
ら
、
世
に
「
大
斎
院
」
と
呼
ば
れ
た
が
、

右
の
和
歌
は
、
そ
の
大
斎
院
の
時
代
、
幾
人
も
の
上
級
貴
族
（「
上
達

部
」）
た
ち
が
遊
興
の
た
め
に
賀
茂
斎
院
の
御
所
を
訪
れ
た
折
、
大
斎
院

に
仕
え
る
女
房
の
一
人
が
、
客
人
た
ち
に
饗
応
の
酒
（「
土
器
」）
を
出
し

つ
つ
、
客
人
た
ち
を
相
手
に
詠
み
か
け
た
も
の
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
詠
歌
の
舞
台
と
な
っ
た
賀
茂
斎
院
の
御
所
が
位
置
し
た
の
は
、

「
北
山
の
辺
」
の
紫
野
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
都
の
住
人
た
ち
に
よ
っ
て
「
北
山
の
辺
」
が
「
山
里
」
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

2
　「
奥
山
」
と
し
て
の
北
山

　

で
は
、
平
安
時
代
中
期
に
平
安
京
に
暮
ら
し
た
人
々
は
、
北
山
に
つ
い

て
は
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
引
用
す
る
『
小
右
記
』
が
伝
え
る
の
は
、
信
濃
国
か
ら
花
山
天
皇

の
朝
廷
へ
と
献
上
さ
れ
た
白
雉
が
、
北
山
に
放
た
れ
た
、
と
い
う
出
来
事

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
北
山
の
地
は
、「
北
の
野
の
奥
山
」
と
い

う
興
味
深
い
呼
び
方
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
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信
濃
国
の
献
る
所
の
白
雉
を
北
の
野
の
奥
山
に
放
た
る
。
右
近
将
曹
秦
興

尉
・
看
督
使
布
施
信
茂
等
を
以
て
遣
り
放
た
る
。

�

（『
小
右
記
』
寛
和
元
年
五
月
二
十
一
日
条
）

　

こ
こ
で
北
山
が
「
北
の
野
の
奥
山
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
平
安
京
の

「
北
の
野
」
で
あ
る
紫
野
が
「
山
里
」
と
見
做
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
当
時
、
都
に
暮
ら
し
た
人
々
に
と
っ
て
は
、「
北

山
の
辺
」
が
山
里
で
あ
っ
て
、
北
山
は
と
い
え
ば
、
山
里
で
あ
る
「
北
山

の
辺
」
の
向
こ
う
に
位
置
す
る
「
奥
山
」
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
認
識
は
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
前
期
以
来
の
も

の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
六
国
史
の
一
つ
で
あ
る
『
日
本
三
代
実

録
』
に
よ
れ
ば
、
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
の
七
月
十
四
日
、
清
和
天
皇

の
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
「
其
の
大
き
及
び
体
は
鴨
の
如
く
、
羽
毛
・
嘴
・

脚
は
皆
も
赤
」
と
い
う
「
奇
し
き
鳥
」
が
、
や
は
り
、
北
山
に
放
た
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
平
安
京
の
住
人
た
ち
は
、
平
安
遷
都
以

来
、
東
山
や
西
山
や
「
北
山
の
辺
」
の
紫
野
で
は
な
く
、
北
山
こ
そ
を
、

野
生
動
物
を
放
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
「
奥
山
」
と
見
做
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

3
　
天
狗
や
仙
人
の
住
処
と
し
て
の
北
山

　

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
『
小
右
記
』
に
見
た
、
花
山
天
皇
の
時
代
に
白
雉

が
北
山
に
放
た
れ
た
と
い
う
一
件
を
、
史
書
の
『
日
本
紀
略
』
は
、
次
の

よ
う
に
伝
え
る
。

白
雉
を
蔵
人
所
に
置
か
し
む
る
の
間
、
一
の
足
の
折
れ
畢
は
ん
ぬ
。
北
山

の
霊
威
の
谷
に
放
た
れ
畢
は
ん
ぬ
。

�

（『
日
本
紀
略
』
寛
和
元
年
五
月
二
十
一
日
条
）

　

朝
廷
の
管
理
下
で
脚
を
負
傷
さ
せ
て
し
ま
っ
た
雉
を
、
そ
の
ま
ま
自
然

に
帰
し
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
に
も
無
責
任
な
話
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
で

は
、
そ
の
無
責
任
さ
を
追
及
す
る
の
で
は
な
く
、
朝
廷
に
よ
る
無
責
任
な

放
鳥
の
場
が
「
北
山
の
霊
威
の
谷
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。
す
な
わ
ち
、
右
の
『
日
本
紀
略
』
の
記
述
か
ら
は
、
平
安
時
代
中

期
に
お
い
て
、
平
安
京
に
暮
ら
す
人
々
が
北
山
に
「
霊
威
」
を
感
じ
て
い

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
「
霊
威
」
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
は
、
平
安
時
代
中
期
に
誕
生
し
た
『
宇

津
保
物
語
』
と
い
う
物
語
が
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
物
語
が
『
宇
津
保
物
語
』
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
の
主
人
公
の
藤

原
仲
忠
が
、
幼
い
頃
に
は
、
母
親
と
と
も
に
北
山
の
森
の
中
の
樹
木
の
洞

（
う
ろ
）
に
暮
ら
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
樹
木
の
洞
は
、
古
く
は
「
う
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つ
ほ
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
『
宇
津
保
物
語
』
の
語
り
手
は
、
仲
忠
が
生
活
す
る
北
山
を
、「
い
か
め

し
う
繁
り
て
、
森
の
ご
と
見
ゆ
る
」「
世
の
中
の
人
も
詣
で
来
通
は
ぬ
山

懐
」「
人
離
れ
た
る
と
こ
ろ
」「
人
気
も
せ
ず
、
獣
・
狼
な
ら
ぬ
は
見
え
こ

ぬ
山
」
な
ど
と
描
写
す
る
。『
宇
津
保
物
語
』
の
北
山
は
、
ま
さ
に
「
奥

山
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

そ
し
て
、
そ
ん
な
北
山
に
お
い
て
、
主
人
公
の
仲
忠
は
、
琴
の
名
手
で

あ
っ
た
母
親
か
ら
琴
の
演
奏
を
教
わ
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
親
子
が
琴

を
弾
い
て
い
る
と
、
た
ま
た
ま
北
山
の
麓
を
訪
れ
て
い
て
琴
の
音
を
耳
に

し
た
人
々
は
、
ひ
ど
く
驚
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
次
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
っ
た
。

「
か
く
遥
か
な
る
山
に
、
誰
か
も
の
の
音
調
べ
て
遊
び
居
た
ら
む
。
天
狗

の
す
る
に
こ
そ
あ
ら
め
」

�

（『
宇
津
保
物
語
』
俊
蔭
）

「
仙
人
な
ど
も
か
く
こ
そ
す
な
れ
」

�

（『
宇
津
保
物
語
』
俊
蔭
）

「
さ
れ
ば
こ
そ
、
天
狗
な
な
り
」

�

（『
宇
津
保
物
語
』
俊
蔭
）

　

こ
こ
に
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
平
安
京
に
暮
ら
す
人
々
の
認
識
に

お
い
て
、「
奥
山
」
で
あ
る
北
山
に
は
、
天
狗
や
仙
人
が
住
ん
で
い
て
も

お
か
し
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
都
の
住
人
は
、
北
山
を
、
天
狗
や
仙
人

の
住
処
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
霊
威
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、「
霊
が
威

（
い
か
め
）
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
嚙
み
砕
い
て
、「
強
い

霊
力
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
平
安
京
の
住
人
た
ち
が

北
山
に
「
霊
威
」
を
感
じ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
普
通
の

人
々
か
ら
見
て
、
天
狗
や
仙
人
は
、「
強
い
霊
力
を
持
つ
」
存
在
で
あ
り
、

「
霊
威
」
の
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
ん
な
天
狗
や
仙
人
の
住
処
で
あ
る

北
山
は
、
ま
さ
に
、「
霊
威
」
の
地
に
他
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

4
　「
霊
威
」
の
存
在
た
ち
の
住
処
と
し
て
の
北
山

　

た
だ
し
、
北
山
を
住
処
と
し
た
「
霊
威
」
の
存
在
は
、
天
狗
や
仙
人
ば

か
り
で
は
な
い
。
北
山
を
め
ぐ
っ
て
は
、
鬼
が
住
み
着
い
て
い
た
こ
と
と

と
も
に
、
祀
ら
れ
な
い
神
が
住
み
着
い
て
い
た
こ
と
ま
で
も
が
、
平
安
時

代
の
人
々
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
三
十
一
第
十
五
の
「
北
山
ノ
狗
ノ
人
ヲ
妻
ト
為

ス
語
」
で
は
、「
京
ニ
有
リ
ケ
ル
若
キ
男
」
が
、「
北
山
ノ
辺
」
を
訪
れ
た

折
、
日
が
暮
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
北
山
の
山
奥
へ
と
迷
い
込
み
、
そ
こ
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で
奇
怪
な
体
験
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
男
は
、
北
山
の
奥
で
「
谷
ノ

迫
ニ
小
サ
キ
庵
」「
小
サ
キ
柴
ノ
庵
」
を
見
付
け
、
そ
こ
で
一
夜
の
宿
を

請
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
庵
の
主
は
、
正
体
不
明
の
、
と
に
か
く
人
間
で

は
な
い
何
か
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

男
が
戸
を
叩
い
た
と
き
、
庵
の
中
に
い
た
の
は
、
若
く
う
つ
く
し
い
女

性
で
あ
っ
た
。
が
、
彼
女
は
、
そ
の
庵
の
主
で
は
な
い
。
そ
の
女
性
は
、

彼
女
自
身
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
本
来
、
都
の
住
人
で
あ
っ
た
も
の
の
、

「
奇
異
シ
キ
物
ニ
取
ラ
レ
テ
」、
つ
ま
り
、
正
体
不
明
の
何
か
に
拉
致
さ
れ

て
、
帰
る
に
帰
れ
ず
に
件
の
庵
で
暮
ら
し
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
を
聞
い
た
男
は
、
庵
の
主
に
つ
い
て
、「
鬼
ニ
ヤ
有
ラ
ム
」

と
想
像
を
巡
ら
せ
る
が
、
彼
が
身
を
隠
し
て
見
て
い
る
と
、
や
が
て
庵
に

帰
っ
て
き
た
主
は
、「
器
量
シ
ク
大
キ
ナ
ル
白
キ
狗
」
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
男
は
、
そ
の
犬
に
つ
い
て
、「
彼
ノ
狗
ハ
、
神
ナ
ド
ニ
テ
有

リ
ケ
ル
ナ
メ
リ
」
と
考
え
る
。
都
か
ら
人
間
を
拉
致
し
て
山
奥
ま
で
連
れ

去
る
こ
と
な
ど
、
た
だ
の
犬
に
で
き
る
わ
け
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
犬
は
、
自
身
の
庵
の
存
在
が
都
の
人
間
に
知
ら
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
察
知
し
た
た
め
か
、
例
の
女
性
を
連
れ
て
、
さ
ら
な
る
山
奥
へ

と
姿
を
消
す
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
ん
な
犬
の
こ
と
を
、『
今
昔
物
語
集
』

の
語
り
手
も
、「
神
ナ
ド
ニ
テ
有
リ
ケ
ル
ニ
ヤ
」
と
推
察
す
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
謎
の
大
き
な
白
い
犬
は
、
そ
の
正
体
を
、
鬼
と
も
考

え
ら
れ
、
神
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
平

安
時
代
の
人
々
が
、
北
山
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
こ
に
鬼
が
住
ん
で
い
る
こ

と
も
、
そ
こ
に
神
が
住
ん
で
い
る
こ
と
も
、
十
分
に
あ
り
得
る
も
の
と
認

識
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

た
だ
し
、
犬
の
姿
で
北
山
に
暮
ら
す
よ
う
な
神
は
、
さ
ら
に
、
都
か
ら

女
性
を
拉
致
す
る
よ
う
な
神
は
、
お
そ
ら
く
、
平
安
時
代
の
人
々
の
認
識

に
お
い
て
も
、
社
に
鎮
ま
る
神
で
は
な
く
、
人
々
に
祀
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
神
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

ま
た
、
鬼
に
し
て
も
、
祀
ら
れ
な
い
神
に
し
て
も
、
普
通
の
人
々
か
ら

す
れ
ば
、
や
は
り
、「
霊
威
」
の
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
安
時

代
の
人
々
は
、
鬼
や
祀
ら
れ
な
い
神
を
も
、
北
山
を
住
処
と
す
る
「
霊

威
」
の
存
在
に
数
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ど
う
や
ら
、
平
安
時
代
の
人
々
の
認
識
に
お
け
る
北
山
は
、
東
山
や
西

山
の
よ
う
な
、
仏
教
の
浄
土
に
つ
な
が
る
場
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
ら
の
認
識
に
お
い
て
、
北
山
の
地
は
、
天
狗
や
仙
人
や

鬼
や
祀
ら
れ
な
い
神
と
い
っ
た
非
仏
教
的
な
「
霊
威
」
の
存
在
た
ち
の
住

処
だ
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
平
安
時
代
中
期
の
平
安
京
に
暮
ら
し
た

人
々
の
認
識
す
る
平
安
京
周
辺
は
、
次
に
示
す
図
の
よ
う
に
捉
え
直
さ
れ

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。



図 5　平安京の住人たちの認識における平安京周辺　その 2

若狭国

丹波国 近江国

山里 山里都

平安京

北山
（非仏教的な「霊威」の存在たちの住処）

奥山

北山の辺
（仏教の浄土の入口）

西山 東山

聖（ひじり）と平安京周辺の山々（繁田）
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お
わ
り
に

　

平
安
京
の
三
方
を
囲
む
東
山
・
西
山
・
北
山
は
、
同
じ
く
都
の
近
郊
に

位
置
す
る
山
塊
で
あ
り
な
が
ら
、
都
に
暮
ら
す
人
々
に
よ
っ
て
、
同
じ
よ

う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
平
安
時
代
中

期
の
平
安
京
の
住
人
た
ち
は
、
東
山
・
西
山
に
つ
い
て
は
、「
山
里
」
と

し
て
認
識
す
る
と
と
も
に
、
仏
典
に
説
か
れ
る
多
様
な
浄
土
の
入
口
と
し

て
認
識
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
北
山
に
つ
い
て
は
、「
山
里
」
の
向
こ

う
に
位
置
す
る
「
奥
山
」
と
し
て
認
識
す
る
と
と
も
に
、
非
仏
教
的
な

「
霊
威
」
の
存
在
た
ち
の
住
処
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
平
安
時
代
中
期
の
都
は
、
そ
の
住
人
た
ち
の
認
識
に
お

い
て
、
仏
教
の
浄
土
の
入
口
で
も
あ
る
「
山
里
」
と
非
仏
教
的
な
「
霊

威
」
の
存
在
た
ち
の
住
処
で
も
あ
る
「
奥
山
」
と
に
囲
ま
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
当
時
の
平
安
京
に
暮
ら
し
た
人
々
は
、
東
郊
と
西
郊
と
に
仏
教

の
浄
土
の
入
口
の
存
在
を
感
じ
、
か
つ
、
北
郊
に
非
仏
教
的
な
「
霊
威
」

の
存
在
た
ち
の
住
処
の
存
在
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
認
識
の
あ
り
方
は
、
平
安
京
周
辺
に
お
け
る
聖
た

ち
の
存
在
の
仕
方
と
深
く
関
係
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
平
安
京
の
住
人

た
ち
が
「
聖
」
と
し
て
尊
崇
す
る
修
行
僧
は
、
東
山
と
西
山
と
に
は
見
出

さ
れ
た
も
の
の
、
北
山
に
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

東
山
お
よ
び
西
山
は
、
浄
土
の
入
口
で
あ
る
と
と
も
に
、「
山
里
」
で

も
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
こ
で
修
行
す
る
僧
侶
た
ち
は
、
都
の
住
人
た
ち
に

存
在
を
知
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
そ
の
結
果
、「
聖
」
と
し
て
崇

め
ら
れ
て
、
支
援
者
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
北

山
は
、
非
仏
教
的
な
「
霊
威
」
の
存
在
た
ち
が
住
み
着
い
て
い
る
不
気
味

な
場
所
で
あ
る
と
と
も
に
、「
山
里
」
の
向
こ
う
の
「
奥
山
」
で
も
あ
っ

た
た
め
に
、
そ
こ
で
修
行
す
る
僧
侶
た
ち
は
、
都
の
住
人
た
ち
に
存
在
を

知
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
結
果
、「
聖
」
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
こ
と
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に
は
な
ら
ず
、
支
援
者
を
獲
得
す
る
こ
と
に
も
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ

た
。

　

な
お
、
平
安
京
の
南
郊
を
修
行
の
場
と
す
る
聖
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

研
究
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
。
例
え
ば
、『
小
右
記
』
治
安
三
年
（
一
〇

二
三
）
十
二
月
二
十
二
日
条
に
「
田
原
の
観
音
寺
に
住
む
の
平
垣
聖
」
と

見
え
、
同
じ
く
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
三
月
二
十
九
日
条
に
「
大
威
儀

師
安
奝
の
平
恒
聖
を
随
身
し
て
来
た
り
向
か
ふ
。
件
の
聖
は
田
原
に
住
み

て
」
と
見
え
て
、
平
安
京
か
ら
見
て
宇
治
の
手
前
と
な
る
田
原
の
地
に
も

「
聖
」
と
呼
ば
れ
る
僧
侶
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
本
稿
に
は
、
こ

う
し
た
聖
を
詳
し
く
取
り
上
げ
る
準
備
が
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
と
同
様
に
、
山
を
持
た
な
い
平
安
京
南
郊
の
地
が
、
平
安

京
の
住
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
、
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
も
、
今
は
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
に
数
え
る
に
留
め
て

お
き
た
い
。

注（
1
）
空
也
に
つ
い
て
の
近
年
の
最
も
充
実
し
た
研
究
に
、
石
井
義
長
『
空
也
上
人
の

研
究
』［
石
井　

2002

］
が
あ
る
。

（
2
）
安
祥
寺
に
つ
い
て
の
近
年
の
最
も
充
実
し
た
研
究
に
、『
安
祥
寺
の
研
究　

京

都
市
山
科
区
所
在
の
平
安
時
代
初
期
の
山
林
寺
院　

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
二
一
世
紀CO

E

プ
ロ
グ
ラ
ム
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
多
元
的
人
文
学

の
拠
点
形
成
』
成
果
報
告
書
』［
第
一
四
研
究
会
「
王
権
と
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」　

2004

］
が
あ
る
。

（
3
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
繁
田
『
庶
民
た
ち
の
平
安
京
』［
繁
田　

2008

］
お
よ
び

繁
田
「
庶
民
の
収
入
・
貴
族
の
収
入
」［
繁
田　

2022

］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
三
十
一
第
二
十
「
霊
巌
寺
ノ
別
当
ノ
巌
ヲ
砕
ク
語
」
に

見
え
る
よ
う
に
、
霊
巌
寺
は
、
平
安
時
代
中
期
に
お
い
て
、
三
条
天
皇
の
行
幸

を
仰
ぐ
ほ
ど
の
有
力
寺
院
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
寺
の
妙
見
堂
の
妙
見
菩
薩
は
、

信
仰
を
集
め
て
い
た
だ
け
に
、
と
き
に
祟
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
仏
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
繁
田
『
陰
陽
師
と
貴
族
社
会
』［
繁

田　

2004

］
お
よ
び
繁
田
『
平
安
貴
族
と
陰
陽
師
』［
繁
田　

2005

］
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
5
）
例
え
ば
、『
小
右
記
』
長
和
二
年
九
月
十
日
条
に
は
、
北
山
の
山
裾
に
位
置
し

た
施
無
畏
寺
を
め
ぐ
っ
て
「
晩
頭
乗
車
向
北
山
辺
、
見
施
無
畏
寺
及
其
辺
寺
」

と
の
記
述
が
見
え
る
が
、
こ
の
う
ち
の
「
北
山
辺
」
の
部
分
は
、「
北
山
の
辺

（
べ
）」
も
し
く
は
「
北
山
の
辺
（
わ
た
）
り
」
と
訓
読
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、『
平
家
物
語
』
に
も
、
北
山
の
山
裾
の
紫
野
に
営
ま
れ
る
雲
林
院
に
関

連
し
て
、「
さ
て
し
も
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
、
大
宮
を
上
り
に
、
北
山
の

辺
、
雲
林
院
へ
ぞ
御
し
け
る
」（『
平
家
物
語
』
巻
二
小
教
訓
の
事
）
と
、「
北

山
の
辺
」
の
用
法
が
見
ら
れ
る
。

（
6
）
目
崎
徳
衛
「
歌
枕
と
山
里
」［
目
崎　

1978

（1976

）］
や
西
村
亨
『
王
朝
び
と

の
四
季
』［
西
村　

1979

］
は
、
そ
の
「
寂
し
さ
」
が
当
時
の
貴
族
層
の
人
々

に
は
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
山
里
が
文
学
を
産
ん
だ
り

山
里
が
隠
遁
の
場
に
な
っ
た
り
し
た
、
と
見
る
。
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Hijiri and the Mountains around Heian-kyo

SHIGETA Shinichi

The mid-Heian period, from the 10th century to the 11th century, was a major 
landmark in the study of the monks called ‘Hijiri’. For it was at this time that 
the Hijiri began to appear. However, in the studies on the Hijiri in those 
times, only two types were considered : a) Hijiri sach as Kuya (‘Amida-hijiri,’ 
‘Ichi-hijiri’) and Gyoen (‘kawa-hijiri’) who were active in Heian-kyo (present-
day Kyoto) ; or b) monks who secluded themselves in sacred mountains in rural 
areas such as Shoku in Mt. Shosha in Harima Province or Zoga in Tonomine. 
In addition, most of the research works to date have examined the Hijiri in the 
context of the history of the Jodo (Pure Land) sect, as the precursors of the 
Jodo sects within so-called ‘Kamakura New Buddhism’. However, many of the 
hijiri who appear in the records and tales of that time during the mid Heian 
period were c) monks who secluded themselves in the mountains surrounding 
Heian-kyo (Higashiyama, Nishiyama, Kitayama). Many of the Hijiri who can 
be confirmed to have existed in the middle of the Heian period were clearly of 
a different classification than the Hijiri of type a or type b. Therefore, in this 
paper, I will first obtain an idea of the actual situation of the activities of the 
Hijiri who used the mountains around Heian-kyo as their place activity place, 
which has not received much academic attention until now. Although they se-
cluded themselves in the mountains and practiced asceticism, they did not ex-
ist independently of the people of the capital ; rather, it was only with the sup-
port of the people of the capital that they could devote themselves to 
asceticism. If we examine how people in the Heian period perceived the moun-
tains around Heian-kyo, which became a place of activity for many Hijiri 
through such work, we can see that the mountains collectively called ‘Higashi-
yama’ and the mountains collectively called ‘Nishiyama’ were regarded as con-
taining various entrances to Jodo (Pure Land) described in Buddhist scrip-
tures, while the mountains called ‘Kitayama’ were regarded as the residence 
of non-Buddhist ‘reii’ such as tengu (long-nosed goblin), sennin (mountain 
hermit people), oni (ogres) and deities not enshrined.


