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鵜
の
真
似
す
る
烏
説
話
―『
古
今
著
聞
集
』の
文
覚
説
話
―

一
三

は
じ
め
に

　

仁
和
寺
周
辺
の
人
と
書
物
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
＝
仁
和
寺
文
化
圏
は
『
古
今

著
聞
集
』
の
成
立
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
。『
著
聞
集
』
に
は
仁
和
寺
、

中
で
も
守
覚
法
親
王
に
関
す
る
説
話
の
多
い
こ
と
か
ら
、
土
谷
恵
氏
は
、
守

覚
法
親
王
周
辺
が
『
著
聞
集
』
の
有
力
な
取
材
源
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

の
見
解
を
示
し
た
。 （

１
）

そ
の
後
、
櫻
井
利
佳
氏
は
、
口
承
の
み
で
な
く
書
承

面
で
も
仁
和
寺
文
化
圏
と
『
著
聞
集
』
と
の
関
係
は
注
目
さ
れ
る
と
指
摘
し

て
い
る
。 

（
2
）『

著
聞
集
』
の
成
立
基
盤
の
一
つ
と
し
て
、
仁
和
寺
文
化
圏
は
無

視
で
き
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
仁
和
寺
文
化
圏
に
取
材
し
た
と
見
做
さ
れ
て
い
る
説
話

の
う
ち
、
文
覚
関
連
説
話
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。『
著
聞
集
』
に
は
文
覚

の
登
場
す
る
説
話
が
三
つ
（
巻
二
釈
教
篇
六
十
四
話
・
巻
十
六
興
言
利
口

篇
五
二
〇
話
・
巻
二
十
魚
虫
禽
獣
篇
六
九
七
話
）
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
と

鵜
の
真
似
す
る
烏
説
話
―『
古
今
著
聞
集
』の
文
覚
説
話
―

旅　

田　
　
　

孟

こ
ろ
、
い
ず
れ
も
が
仁
和
寺
文
化
圏
に
取
材
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い 

る
。 

（
３
）六

十
四
話
・
五
二
〇
話
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
の
見
方
に
異
論
は
な
い
。

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
六
九
七
話
で
あ
る
。

一
、
鵜
の
真
似
す
る
烏

　

『
著
聞
集
』
巻
二
十
魚
虫
禽
獣
篇
六
九
七
話
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。 

（
４
）　

文
学
上
人
、
高
雄
興
隆
の
比
、
見
ま
は
り
け
る
に
、
清
滝
川
の
か
み

に
大
き
な
る
猿
両
三
匹
あ
り
け
る
が
、
一
つ
の
猿
、
岩
の
う
へ
に
あ
ふ

の
き
伏
し
て
う
ご
か
ず
。
い
ま
二
匹
は
、
た
ち
退
き
て
ゐ
た
り
け
り
。

上
人
、
あ
や
し
み
思
ひ
て
、
か
く
れ
て
見
け
れ
ば
、
烏
一
両
と
び
き
て
、

こ
の
寝
た
る
猿
の
か
た
は
ら
に
ゐ
た
り
。
し
ば
し
ば
か
り
あ
り
て
、
猿

の
足
を
つ
つ
き
け
り
。
猿
な
ほ
は
た
ら
か
ず
、
死
に
た
る
や
う
に
て
あ



一
四

れ
ば
、
烏
し
だ
い
に
つ
つ
き
て
、
う
へ
に
の
ぼ
り
て
目
を
く
じ
ら
む
と

し
け
る
と
き
、
猿
、
烏
の
足
を
と
り
て
お
き
あ
が
り
に
け
り
。
そ
の
時

の
こ
り
の
猿
二
匹
い
で
き
て
、
な
が
き
葛
を
持
ち
て
烏
の
足
に
つ
け
て

け
り
。
烏
飛
び
さ
ら
ん
と
す
れ
ど
も
、
か
な
は
ず
。
さ
て
や
が
て
河
に

お
り
て
、
烏
を
ば
水
に
な
げ
入
れ
て
、
葛
の
さ
き
を
と
り
て
一
匹
は
あ

り
。
い
ま
二
匹
は
河
上
よ
り
魚
を
か
り
け
り
。
人
の
鵜
の
つ
か
ひ
け
る

を
見
て
、魚
を
と
ら
せ
ん
と
し
け
る
に
や
。
烏
を
鵜
に
つ
か
ふ
た
め
し
、

は
か
な
け
れ
ど
も
、
心
ば
せ
ふ
し
ぎ
に
ぞ
思
ひ
よ
り
た
り
け
る
。
烏
は

水
に
な
げ
入
れ
ら
れ
た
れ
ど
も
、
そ
の
益
な
く
て
死
に
に
け
れ
ば
、
猿

ど
も
は
う
ち
す
て
て
山
へ
い
に
け
り
。「
不
思
議
な
り
し
事
ま
の
あ
た

り
見
た
り
し
」
と
て
、
か
の
上
人
語
り
け
る
な
り
。

　

動
物
の
生
態
上
あ
り
え
ず
、
も
と
よ
り
文
覚
の
実
見
譚
の
は
ず
は
な
い
。

い
つ
か
の
時
点
で
創
作
さ
れ
た
説
話
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
動
物
説
話
を
あ
え
て
創
作
す
る
理
由
が
説
明
で
き
な
い
し
、
視
点
人
物

と
し
て
「
文
覚
」
が
設
定
さ
れ
、「
高
雄
興
隆
の
比
」
と
い
う
時
期
設
定
の

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
不
審
で
あ
る
。
動
物
の
不
思
議
を
語
る
た
め
だ
け
の

説
話
で
あ
る
な
ら
、
付
加
す
る
情
報
と
し
て
不
要
で
し
か
な
い
。
当
該
文
覚

説
話
は
た
だ
の
動
物
説
話
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
文
覚
が
実
際
に
見
た
動
物
の
奇
譚
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
る
。 

（
５
）

改
め
て
、
説
話
理
解
を
見
直
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

当
該
文
覚
説
話
を
理
解
す
る
上
で
、注
意
す
べ
き
は
「
鵜
の
真
似
す
る
烏
」

と
い
う
成
句
の
存
在
で
あ
る
。
例
え
ば『
十
訓
抄
』巻
七「
可
レ
専
二
思
慮
一
事
」

小
序
に
は
、

お
の
づ
か
ら
、
ま
た
無
能
、
不
忠
の
も
の
も
、
よ
き
例
も
あ
れ
ど
も
、

そ
れ
は
前
生
の
宿
業
あ
つ
き
に
こ
た
へ
て
、
あ
る
や
う
こ
そ
は
あ
る
ら

め
、
う
ち
ま
か
せ
た
る
な
ら
ひ
と
た
の
ま
む
こ
と
、
鵜
の
ま
ね
す
る
烏

に
似
た
り
。
株
を
守
る
愚
夫
に
異
な
ら
ず
。

と
見
え
る
。 （

６
）

色
が
黒
く
、
見
た
目
は
鵜
と
似
て
い
な
が
ら
も
、
泳
ぐ
こ
と

の
出
来
な
い
烏
が
鵜
の
よ
う
に
魚
を
捕
ろ
う
と
す
れ
ば
溺
れ
る
。
そ
う
い
っ

た
、
分
を
わ
き
ま
え
な
い
愚
か
な
振
る
舞
い
を
誡
め
る
成
句
が
「
鵜
の
真
似

す
る
烏
」
で
あ
る
。
同
時
代
の
用
例
と
し
て
は
、
北
条
重
時
の
家
訓
書
『
極

楽
寺
殿
御
消
息
』
の
も
の
が
あ
る
。

み
だ
れ
あ
そ
ば
ん
時
、
お
と
な
し
き
人
の
、
い
さ
み
ほ
こ
れ
ば
と
て
、

と
も
に
く
る
は
ん
事
は
能
々
心
得
べ
し
。
う
の
ま
ね
す
る
か
ら
す
の
や

う
な
る
事
に
て
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
。 

（
７
）

　

鎌
倉
期
以
降
も
『
三
国
伝
記
』
巻
四
第
二
十
七
話
「
南
京
永
超
僧
都
ノ
事
」

な
ど
に
用
例
が
確
認
で
き
る
。
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
、『
夫
木
和

歌
抄
』
に
は
「
大
井
川
か
は
ゐ
く
ひ
に
き
居
る
や
ま
烏
う
の
ま
ね
す
と
も
う

を
ば
と
ら
じ
な
」（
巻
二
十
・
鳥
・
権
僧
正
公
朝
）
と
の
詠
が
載
る
。
中
世

に
お
い
て
喧
伝
し
た
成
句
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
近
世
の
辞
書
類
に
「
鵜



鵜
の
真
似
す
る
烏
説
話
―『
古
今
著
聞
集
』の
文
覚
説
話
―

一
五

の
真
似
を
す
る
烏
」
が
し
ば
し
ば
立
項
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
を
示
し
て

い
よ
う
。 
（
８
）

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
谷
川
士
清
の
『
和
訓
栞
』
で
あ
る
。

同
書
は
、「
鵜
の
真
似
す
る
烏
」
の
説
明
に
お
い
て
次
の
説
話
を
載
せ
る
。

山
中
に
て
猿
ど
も
漁
人
の
鵜
を
放
て
魚
を
捕
ふ
る
を
視
て
、鴉
を
捕
へ
、

藤
蘿
を
も
て
縛
し
て
水
に
投
ず
る
者
。
数
次
後
に
倦
て
棄
去
る
と
い
へ

り
。 

（
９
）

『
著
聞
集
』
は
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
京
都
と
江
戸
、
明
和
七
年

（
一
七
七
〇
）
に
大
坂
で
出
版
さ
れ
、『
古
今
犬
著
聞
集
』
や
『
続
著
聞
集
』

と
い
っ
た
影
響
作
が
登
場
す
る
程
に
流
布
す
る
。
そ
の
中
で
、
当
該
文
覚
説

話
は
『
著
聞
集
』
か
ら
独
立
し
、「
文
覚
」
や
「
高
雄
興
隆
の
比
」
と
い
っ

た
情
報
を
失
く
し
、
純
然
た
る
動
物
説
話
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
「
文
覚
」「
高
雄
興
隆
の
比
」
は
動
物
説
話
に
は
不

要
な
情
報
と
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
ま
さ
に
、
そ
の
情
報
が
刈
り
込
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
著
聞
集
』
の
当
該
文
覚
説
話
が
単
な
る

動
物
説
話
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
鵜
の
真
似
す
る
烏
」
は
い
つ
頃
か
ら
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
。
井
沢
長
秀
が
『
本
朝
俚
諺
』
に
お
い
て
「
出
所
未
レ
考
」
と

言
う
よ
う
、そ
の
由
来
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。あ
る
い
は
、パ
ー
リ
仏
典
小
部
・

ジ
ャ
ー
タ
カ
・
ナ
タ
ム
ダ
ル
ハ
品
の
「
ヸ
ー
ラ
カ
烏
本
生
物
語
」
に
基
づ
く

成
句
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
ま
り
知
ら
れ
た
説
話
で
は
な
い
の
で
、
南
伝

大
蔵
経
の
訳
文
を
参
考
と
し
、
内
容
を
要
約
し
て
示
し
て
お
く
。

　

そ
の
昔
、
波
羅
奈
で
梵
与
王
が
国
を
治
め
て
い
た
頃
、
飢
餓
を
逃
れ

る
た
め
、
サ
ヸ
ッ
タ
カ
（
後
の
提
婆
達
多
）
と
い
う
烏
と
そ
の
妻
は
雪

山
地
方
の
湖
の
近
く
に
移
り
住
ん
だ
。
あ
る
時
、
サ
ヸ
ッ
タ
カ
が
食
物

を
探
し
て
い
る
と
、
水
鳥
の
ヸ
ー
ラ
カ
（
後
の
釈
迦
）
が
湖
に
潜
っ
て

魚
を
捕
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
の
後
、
サ
ヸ
ッ
タ
カ
は
ヸ
ー
ラ
カ
に

仕
え
、
ヸ
ー
ラ
カ
の
捕
っ
た
魚
の
分
け
前
を
も
ら
い
、
自
分
と
妻
の
糧

と
し
て
い
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
サ
ヸ
ッ
タ
カ
は
慢
心
を
起
こ
し
、

ヸ
ー
ラ
カ
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
私
は
あ
な
た
と
姿
形

に
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
。
も
う
魚
は
自
分
で
捕
る
」
と
。
ヸ
ー
ラ
カ

は
「
お
前
は
水
中
で
魚
を
捕
る
た
め
に
生
ま
れ
た
鳥
で
は
な
い
。
そ
ん

な
こ
と
を
す
れ
ば
死
ん
で
し
ま
う
」
と
諭
す
。
そ
れ
を
聞
き
容
れ
ず
湖

に
飛
び
込
ん
だ
サ
ヸ
ッ
タ
カ
は
、
溺
れ
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
説
話
が
漢
訳
さ
れ
、
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
、
唐
土
な
ら
び
に
日
本
の
典
籍
に
確
認
で
き

な
い
説
話
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
日
本
に
お
い
て
広
く
知
ら
れ
た
説
話
と

は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
鳥
の
習
性
の
違
い
を
骨
子
と
す
る
説
話
が
、
釈
迦

と
提
婆
達
多
の
賢
愚
を
比
喩
的
に
対
比
し
て
示
す
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る

点
は
、
当
該
文
覚
説
話
の
理
解
に
資
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。「
ヸ
ー

ラ
カ
烏
本
生
物
語
」
と
同
じ
く
当
該
文
覚
説
話
に
お
い
て
も
、鵜
と
烏
と
が
、



一
六

あ
る
人
物
と
あ
る
人
物
の
賢
愚
の
対
比
と
し
て
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
も
か
く
、
成
句
「
鵜
の
真
似
す
る
烏
」
は
、
用
例
が
鎌
倉
期
以
降
の
も

の
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
漢
籍
に
も
出
な
い
こ（

10
）

  と
か
ら
、
十
三
世
紀
の

日
本
で
独
自
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
さ
に

橘
成
季
の
時
代
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
成
句
な
の
で
あ
る
。
新
潮
日
本

古
典
集
成
の
頭
注
で
は
、こ
の
成
句
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

説
話
理
解
に
及
ぶ
解
釈
は
示
さ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、『
著
聞
集
』
で
は
「
烏

が
鵜
の
真
似
を
し
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、「
猿
が
烏
を
使
っ
て
鵜
の
真
似

を
さ
せ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
成
句
と
一
致
し
な
い
た
め
、
俄
に
は
当
該
文

覚
説
話
と
「
鵜
の
真
似
す
る
烏
」
と
は
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
と
の
判
断
な
の

で
あ
ろ
う
か
。 （

11
）

し
か
し
、
次
に
掲
げ
る
『
愚
管
抄
』
巻
七
の
例
を
勘
案
す

る
と
、
当
該
文
覚
説
話
と
「
鵜
の
真
似
を
す
る
烏
」
と
は
無
縁
と
言
い
難
い

よ
う
に
思
う
。

事
ノ
詮
ニ
ハ
、
人
ノ
一
切
智
具
足
シ
テ
マ
コ
ト
ノ
賢
人
・
聖
人
ハ
カ
ナ

ウ
マ
ジ
、
ス
コ
シ
モ
分
〳
〵
ニ
主
ト
ナ
ラ
ン
人
ハ
、
国
王
ヨ
リ
ハ
ジ
メ

マ
イ
ラ
セ
テ
、
人
ノ
ヨ
シ
ア
シ
ヲ
ミ
シ
リ
テ
メ
シ
ツ
カ
イ
ヲ
ハ
シ
マ
ス

御
心
一
ツ
ガ
、
ヤ
ス
カ
ル
ベ
キ
事
ノ
詮
ニ
ナ
ル
事
ニ
テ
侍
ナ
リ
。
ソ
レ

ガ
ワ
ザ
ト
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
、
何
事
ニ
モ
、
サ
ナ
ガ
ラ
カ
ラ
ス
ヲ
ウ
ニ
ツ
カ

ハ
ル
ヽ
コ
ト
ニ
テ
侍
メ
レ
バ
、
ツ
ヤ
〳
〵
ト
ヨ
ノ
ウ
セ
侍
リ
ヌ
ル
ゾ
ト

ヨ
。
又
道
リ
ト
云
物
ハ
ヤ
ス
〳
〵
ト
侍
ゾ
カ
シ
。 

（
12
）

　

「
烏
が
鵜
の
真
似
を
し
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、「
烏
を
使
っ
て
鵜
の
真

似
を
さ
せ
て
い
る
」
点
で
、
当
該
文
覚
説
話
と
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
。
為

政
者
の
政
治
運
用
能
力
が
あ
ま
り
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
適
材
適
所

の
人
材
運
営
が
行
わ
れ
ず
に
分
不
相
応
な
者
が
要
職
に
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
批
判
す
る
際
に
は
、「
烏
を
使
っ
て
鵜
の
真
似
を
さ
せ
て
い
る
」
と
す

る
方
が
比
喩
と
し
て
適
当
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、『
愚
管
抄
』
の
よ
う
な
用
例

が
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
王
法
批
判
の
文
脈
で
は
「
鵜
の
真
似
す

る
烏
」
が
変
則
的
に
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
『
著
聞
集
』
の
当
該
文
覚
説
話
を
、「
烏
を
使
っ
て
鵜
の
真
似
を

さ
せ
て
い
る
」
よ
う
な
愚
か
な
人
材
運
営
を
行
う
王
法
を
批
判
す
る
一
種
の

寓
話
だ
っ
た
と
考
え
て
み
た
い
。
少
な
く
と
も
、そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
で
、

当
該
文
覚
説
話
が
創
作
さ
れ
た
理
由
に
関
し
て
は
説
明
可
能
と
な
る
。

２
、
宗
全
と
上
覚

　

創
作
さ
れ
た
理
由
は
、
誰
が
何
に
つ
い
て
批
判
を
行
っ
て
い
る
か
を
考
え

る
こ
と
で
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
動
物
説
話
と
し
て
は

不
要
な
情
報
で
あ
る
「
文
覚
」「
高
雄
興
隆
の
比
」
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

視
点
人
物
と
し
て
文
覚
が
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
批
判
者
が
文
覚
あ



鵜
の
真
似
す
る
烏
説
話
―『
古
今
著
聞
集
』の
文
覚
説
話
―

一
七

る
い
は
文
覚
派
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
定
で
き
る
。「
高
雄
興
隆

の
比
」
と
い
う
時
期
設
定
、
目
撃
場
所
は
神
護
寺
ほ
ど
近
く
の
清
滝
川
と
い

う
舞
台
設
定
か
ら
す
れ
ば
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
柄
は
神
護
寺
と

関
連
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
も
推
定
で
き
る
。
以
上
の
条
件
を
満
た
す
も
の

と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
後
鳥
羽
院
政
期
に
始
ま
り
、
そ
れ
以
降
も
続
く

神
護
寺
経
営
問
題
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
周
知
の
史
実
で
は
あ
る
が
、
経
緯
を

粗
々
確
認
し
て
お
く
。 

（
13
）

　

文
覚
は
後
鳥
羽
院
政
下
の
建
久
十
年
（
一
一
九
九
）
三
月
十
九
日
に
佐
渡

国
へ
流
罪
と
な
る
。
流
罪
の
理
由
は
同
時
代
資
料
に
明
記
さ
れ
な
い
が
、
源

通
親
の
策
謀
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
か
つ
て
後
白
河
院
や
頼
朝
の
権
威
を
笠
に

き
て
威
勢
を
ほ
こ
っ
て
い
た
文
覚
を
、
両
者
の
亡
き
後
、
政
治
シ
ス
テ
ム
に

関
与
で
き
な
い
末
端
へ
と
追
い
や
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
文
覚
は
、
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
十
二
月
二
十
五
日
に
宣
旨

が
下
さ
れ
、
京
へ
と
召
返
さ
れ
る
。
帰
京
し
た
文
覚
が
直
面
し
た
の
は
、
激

変
し
た
神
護
寺
の
現
状
で
あ
っ
た
。
神
護
寺
領
八
庄
は
後
鳥
羽
院
に
よ
っ
て

取
り
上
げ
ら
れ
、
院
の
乳
母
の
卿
典
侍
兼
子
や
近
臣
た
ち
に
分
与
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
空
席
と
な
っ
て
い
た
神
護
寺
別
当
職
に
、
院
は

東
寺
一
長
者
で
あ
る
延
杲
を
付
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
文
覚
の
権
益
の
一

切
が
、
後
鳥
羽
院
に
よ
り
横
奪
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
後
復
権
は
叶
わ

な
い
ま
ま
、
文
覚
は
没
し
た
。

　

延
杲
は
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
に
没
す
る
。
神
護
寺
別
当
職
は
、
仁
和

寺
僧
の
宗
全
が
後
任
と
し
て
付
さ
れ
た
。
宗
全
は
後
高
倉
院
の
妃
で
あ
る
北

白
河
院
陳
子
の
甥
に
あ
た
る
。北
白
河
院
が
人
事
に
介
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、

別
当
職
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

神
護
寺
経
営
問
題
は
、
そ
の
発
端
で
あ
る
後
鳥
羽
院
が
失
脚
し
た
後
も
継

続
し
、
激
化
の
途
を
た
ど
っ
て
い
く
。
横
奪
さ
れ
て
い
た
所
領
は
、
後
高
倉

院
に
よ
っ
て
、文
覚
の
右
腕
と
も
言
う
べ
き
上
覚
へ
と
返
還
さ
れ
た
も
の
の
、

神
護
寺
領
八
庄
の
う
ち
、
西
津
・
福
井
・
足
守
・
河
上
・
垰
田
の
五
庄
に
留

ま
っ
た
。
別
当
職
に
も
依
然
と
し
て
宗
全
が
つ
い
て
い
た
。
後
高
倉
院
は
文

覚
の
後
継
者
た
る
上
覚
に
配
慮
を
見
せ
、
神
護
寺
経
営
へ
の
参
画
を
許
し
た

が
、
結
局
、
宗
全
を
寺
営
の
中
枢
的
地
位
か
ら
動
か
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
北
白
河
院
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
を
上
覚
は
容
認
し
な
い
。
上
覚
の
書
簡
に
は
、
文
覚
の
意
志
を
全
く

受
け
継
が
な
い
者
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
神
護
寺
の
現
状
は
不
当
で
あ
る
と

批
判
し
、
寺
だ
け
で
な
く
世
情
も
荒
廃
し
て
い
る
と
主
張
す
る
も
の
が
散
見

す
る
。 

（
14
）

上
覚
は
文
覚
と
同
じ
く
、神
護
寺
は
鎮
護
国
家
の
道
場
と
し
て
王
法

を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
神
護
寺
が
衰
亡
す
れ
ば
王
法
も
衰
亡
す
る
と

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
奉
持
し
て
い
た
。
上
覚
が
世
情
に
も
言
及
し
て
い
る
の

は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

上
覚
の
言
葉
を
、
宗
全
が
聞
き
容
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
上
覚
と
宗
全



一
八

と
は
完
全
に
訣
別
し
、
神
護
寺
内
は
上
覚
派
と
宗
全
派
に
分
裂
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
こ
の
、
神
護
寺
復
興
後
の
危
機
的
状
況
を
背
景
と
し
て
、
上
覚

派
が
語
り
始
め
た
の
が
当
該
文
覚
説
話
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

上
覚
は
、
宗
全
主
導
の
経
営
体
制
を
批
判
す
る
中
で
、「
文
覚
の
意
志
」

が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
神
護
寺
文
書
」

五
十
九
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
え
る
。

左
大
臣
阿
闍
梨
御
房
御
事
、
虚
言
つ
く
り
い
だ
し
て
女
院
に
も
ま
か
せ

ま
い
ら
せ
ん
事
は
、
僧
都
御
房
御
信
用
の
候
は
ん
ず
る
過
に
て
こ
そ
は

候
は
ん
ず
ら
め
。
故
上
人
御
房
の
御
大
願
の
意
趣
に
相
違
し
候
者
、
寺

破
滅
し
候
と
て
も
、
い
か
ゞ
は
し
候
は
ん
。

　

同
文
書
七
十
八
に
も
「
当
寺
別
当
宗
全
有
様
、
不
存
大
師
御
加
護
、
又
忘

故
上
人
本
願
」
と
あ
る
。
上
覚
お
よ
び
上
覚
派
に
と
っ
て
神
護
寺
の
理
想
的

姿
と
は
、
文
覚
の
管
理
下
に
あ
っ
た
こ
ろ
の
状
態
な
の
で
あ
る
。
当
該
文
覚

説
話
に
お
い
て
、
視
点
人
物
と
し
て
文
覚
が
設
定
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
そ

こ
に
あ
る
。
文
覚
が
絶
対
的
に
正
当
で
あ
る
以
上
、
そ
の
文
覚
か
ら
見
て
烏

を
使
っ
て
鵜
の
真
似
を
す
る
よ
う
な
愚
か
な
人
材
運
営
は
、
絶
対
的
に
愚
か

な
振
る
舞
い
と
な
る
。
文
覚
の
視
点
を
通
し
て
神
護
寺
の
現
状
を
見
る
こ
と

が
、
自
派
の
正
当
性
を
主
張
す
る
上
で
必
要
か
つ
有
効
だ
と
さ
れ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
「
高
雄
興
隆
の
比
」
と
い
う
時
期
設
定
に
も
意
味
を
認
め
ら
れ
る
。

文
覚
の
持
つ
権
益
を
横
奪
し
、
神
護
寺
経
営
に
介
入
し
た
後
鳥
羽
院
は
、
承

久
の
乱
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
の
三
上
皇
の
流
罪
と
い
う
、
か
つ
て
な

い
王
法
の
危
機
を
招
来
し
た
。
烏
を
使
っ
て
鵜
の
ま
ね
を
さ
せ
る
よ
う
な
人

材
運
営
を
行
っ
た
結
果
、
神
護
寺
は
荒
廃
し
、
さ
ら
に
王
法
に
ま
で
も
衰
亡

の
危
機
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、後
鳥
羽
院
政
の
た
ど
っ
た
顛
末
は
、

文
覚
か
ら
上
覚
派
に
継
承
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
正
当
性
の
例
証
と
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
暗
示
す
る
よ
う
な
出
来
事
を
既
に
「
高
雄
興
隆
の

比
」
に
目
撃
し
て
い
た
と
設
定
す
る
こ
と
で
、
当
該
文
覚
説
話
は
予
言
的
な

内
容
と
な
る
。
文
覚
が
王
法
の
危
機
の
予
兆
を
知
覚
し
て
い
た
と
語
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
文
覚
の
正
当
性
は
よ
り
一
層
強
調
さ
れ
よ
う
。
文
覚
の
理
念
が

正
し
い
か
ら
こ
そ
予
言
は
実
現
し
、
仏
法
の
危
機
を
招
来
し
た
後
鳥
羽
院
は

王
法
の
危
機
を
も
招
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
動
物
説
話
と
し
て
は

不
要
な
「
文
覚
」「
高
雄
興
隆
の
比
」
と
い
う
情
報
の
背
景
に
は
、
文
覚
の

抱
く
理
念
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
と
い
う
目
的
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
予
言
的
説
話
は
予
言
内
容
が
実
現
し
た
後
の
時
代
に

な
っ
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
予
言
的
説
話
は
歴
史
的
事

実
に
基
づ
い
て
創
作
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
当
該
文
覚
説
話
が
創
作
さ

れ
た
の
は
、
後
鳥
羽
院
失
脚
後
、
宗
全
が
神
護
寺
別
当
職
に
つ
い
て
い
た
頃

と
推
定
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
文
覚
の
正
当
性
を
主
張
す
る
説
話
を



鵜
の
真
似
す
る
烏
説
話
―『
古
今
著
聞
集
』の
文
覚
説
話
―

一
九

語
る
意
味
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ま
ま
宗
全
主
導
の
不
当
な
経
営
が
継

続
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
な
ら
、
か
つ
て
の
後
鳥
羽
院
政
期
の
よ
う
に
王
法
は

再
び
危
機
を
迎
え
る
で
あ
ろ
う
と
、あ
て
こ
す
り
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
当
該
文
覚
説
話
は
動
物
説
話
な
ど
で
は
な
く
、
神
護
寺
経
営
問
題

に
つ
い
て
の
一
種
の
寓
話
と
見
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
鵜
と
は
文
覚
の
意
志

を
受
け
継
ぐ
上
覚
派
の
人
物
で
あ
り
、
烏
と
は
宗
全
派
の
人
物
を
指
す
。
そ

し
て
三
匹
の
猿
は
、
自
己
の
持
つ
権
力
に
よ
っ
て
縁
者
で
あ
る
宗
全
を
無
理

矢
理
に
別
当
職
に
任
命
さ
せ
た
北
白
河
院
と
、
北
白
河
院
へ
の
配
慮
か
ら
別

当
職
の
異
動
を
行
わ
な
か
っ
た
後
高
倉
院
、
そ
し
て
神
護
寺
の
権
益
の
一
部

を
不
当
に
保
持
し
て
い
た
卿
典
侍
兼
子
た
ち
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。と
は
い
え
、

こ
の
よ
う
に
猿
三
匹
そ
れ
ぞ
れ
に
具
体
的
人
名
を
当
て
は
め
る
こ
と
も
可
能

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ

ん
数
字
に
意
味
が
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
こ
の
場
合
は
、
北
白
河
院
を
筆

頭
と
す
る
、
神
護
寺
の
人
事
に
介
入
し
て
不
当
な
人
材
運
営
を
行
っ
て
い
た

者
た
ち
が
猿
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
事
足
り
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

３
、
仁
和
寺
文
化
圏
と
の
関
わ
り

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
先
行
研
究
の
問
題
点
も
解
消
さ
れ
る
。

冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
先
行
研
究
は
一
致
し
て
、
当
該
文
覚
説
話
の
取
材

源
を
仁
和
寺
文
化
圏
と
見
る
。
し
か
し
、
説
話
理
解
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で

は
な
い
。
他
の
文
覚
関
連
説
話
（
六
十
四
話
・
五
二
〇
話
）
が
仁
和
寺
に
関

わ
る
話
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
類
推
に
過
ぎ
な
い
。
当
該
文
覚
説
話
と
仁
和
寺

と
の
関
わ
り
は
直
接
窺
わ
れ
な
い
と
し
て
済
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
説
話
の
背
景
を
探
っ
て
い
く
と
、
仁
和
寺
と
無
縁
の
話
で
は
な
い
こ
と

が
分
か
る
。

　

神
護
寺
経
営
を
め
ぐ
っ
て
上
覚
派
と
宗
全
派
と
が
対
立
す
る
中
で
、
上
覚

は
状
況
改
善
の
た
め
、
成
就
院
僧
都
寛
済
を
通
じ
て
、
時
の
仁
和
寺
御
室
道

助
法
親
王
に
助
力
を
願
い
出
る
。
神
護
寺
経
営
問
題
は
神
護
寺
内
に
留
ま
ら

ず
、
仁
和
寺
を
も
巻
き
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
宗
全
は
仁
和
寺
の
僧
侶
で

あ
る
た
め
、
そ
の
宗
全
の
人
事
に
関
し
て
御
室
を
頼
る
の
は
不
思
議
で
は
な

い
。
だ
が
、
上
覚
が
御
室
を
頼
っ
た
理
由
は
そ
れ
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
山

田
昭
全
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
上
覚
と
仁
和
寺
と
の
個
人
的
な
縁
に
も
よ
る

の
で
あ
ろ
う
。 

（
15
）

　

上
覚
が
仁
和
寺
の
法
脈
に
連
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
血
脈
類
か
ら
確
認
で

き
る
。 （

16
）

ま
た
、
仁
和
寺
の
和
歌
圏
に
属
す
る
顕
昭
と
交
流
を
も
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
仁
和
寺
と
の
縁
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
田
氏
は
さ
ら
に

進
め
て
、
か
つ
て
上
覚
は
稚
児
と
し
て
仁
和
寺
に
止
宿
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
推
定
す
る
。『
和
歌
色
葉
』
か
ら
看
取
さ
れ
る
よ
う
な
上
覚
の
和
歌

的
素
養
は
、
仁
和
寺
の
和
歌
圏
に
お
い
て
醸
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の



二
〇

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
て
も
、
上
覚
が
仁

和
寺
と
縁
の
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

当
該
文
覚
説
話
が
、
現
状
の
神
護
寺
経
営
体
制
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
仁

和
寺
御
室
へ
と
嘆
願
す
る
動
き
と
共
に
、
仁
和
寺
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
と
い

う
の
は
十
分
に
想
定
さ
れ
得
る
。
ま
た
、
仁
和
寺
文
化
圏
に
属
す
る
顕
昭
な

ど
と
上
覚
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
伝
承
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
さ
ら

に
宗
全
は
仁
和
寺
僧
で
あ
る
の
で
、
そ
の
宗
全
の
経
営
体
制
を
批
判
す
る
よ

う
な
説
話
が
仁
和
寺
へ
と
伝
わ
る
と
い
う
の
も
当
然
な
が
ら
起
こ
り
う
る
。

そ
う
い
っ
た
、
上
覚
・
神
護
寺
・
宗
全
・
仁
和
寺
を
と
り
ま
く
状
況
を
考
慮

す
れ
ば
、
当
該
文
覚
説
話
が
仁
和
寺
へ
と
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
な
ん

ら
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
で
は
類
推
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
説
話
理
解
か
ら
も
、
当
該
文

覚
説
話
は
仁
和
寺
文
化
圏
を
取
材
源
と
す
る
も
の
と
判
断
で
き
る
の
で
あ

る
。
結
果
的
に
、
当
該
文
覚
説
話
の
取
材
源
を
仁
和
寺
文
化
圏
と
捉
え
る
従

来
の
見
方
は
、
見
通
し
と
し
て
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
試
み
た
、

説
話
理
解
を
通
し
て
も
当
該
文
覚
説
話
は
仁
和
寺
を
経
路
と
し
て
成
季
へ
と

結
び
つ
け
ら
れ
る
と
の
私
見
は
、
従
来
の
見
方
を
よ
り
一
層
確
か
な
も
の
に

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

４
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
本
文
形
成
背
景

　

最
後
に
、当
該
文
覚
説
話
を
足
掛
か
り
と
し
て
、『
著
聞
集
』
と
延
慶
本
『
平

家
物
語
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
当
該
文
覚
説
話
が
神
護
寺
経

営
問
題
に
つ
い
て
批
判
的
に
語
る
説
話
で
あ
る
な
ら
、延
慶
本
『
平
家
物
語
』

六
末
「
文
学
被
流
罪
事　

付
文
学
死
去
事
・
隠
岐
院
事
」
と
近
し
い
関
係
に

あ
る
こ
と
に
な
る
。
文
覚
怨
霊
譚
に
つ
い
て
内
容
を
確
認
し
て
お
く
と
、
大

略
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

文
覚
は
後
鳥
羽
院
政
に
批
判
的
で
、
院
を
退
け
、
守
貞
親
王
を
擁
立

せ
ん
と
画
策
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
企
み
が
露
見
し
、
佐
渡
国
へ

流
罪
と
な
る
。
後
に
召
し
返
さ
れ
た
も
の
の
、
神
護
寺
の
所
領
は
後
鳥

羽
院
に
よ
っ
て
横
奪
さ
れ
て
い
た
。
憤
慨
し
た
文
覚
は
後
鳥
羽
院
に
対

し
て
悪
口
を
吐
き
、
今
度
は
隠
岐
国
へ
流
罪
と
な
る
。
そ
し
て
、
流
罪

先
で
憤
死
す
る
。
没
時
の
遺
言
に
従
い
、
二
人
の
弟
子
は
文
覚
の
首
を

京
へ
と
持
ち
帰
り
、
都
を
一
望
で
き
る
高
雄
に
墓
を
建
て
た
。

　

そ
れ
か
ら
十
一
年
後
、
明
恵
の
元
に
文
覚
の
怨
霊
が
出
現
す
る
。
文

覚
が
言
う
に
は
、「
自
分
と
神
護
寺
に
対
し
て
非
道
を
働
い
た
後
鳥
羽

院
を
失
脚
さ
せ
る
べ
く
、謀
叛
を
起
こ
そ
う
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

廻
文
を
書
く
た
め
の
紙
が
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
明
恵
は
文
覚

の
墓
で
紙
を
焼
き
上
げ
、
冥
界
へ
と
届
け
る
。
し
ば
ら
く
の
後
、
再
び
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文
覚
の
怨
霊
が
出
現
す
る
。
文
覚
は「
謀
叛
を
起
こ
す
手
筈
は
整
っ
た
。

お
そ
ら
く
公
家
か
ら
は
「
公
家
安
穏
、
関
東
損
亡
」
を
祈
れ
と
言
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
「
関
東
安
穏
、
公
家
損
亡
」
と
祈
っ
て
は
く
れ

ま
い
か
。
も
し
随
わ
な
い
な
ら
、障
碍
神
と
な
ろ
う
ぞ
」
と
告
げ
、去
っ

て
い
っ
た
。後
鳥
羽
院
の
謀
反
は
文
覚
の
怨
霊
の
し
わ
ざ
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
説
話
は
伝
本
間
で
諸
々
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
弓
削
繁
氏
は
諸
本

の
比
較
か
ら
、
流
罪
先
を
隠
岐
と
し
、
明
恵
の
も
と
に
文
覚
の
怨
霊
が
出
現

し
た
と
す
る
延
慶
本
本
文
が
古
態
を
留
め
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。 （

17
）

ま
た
、
説
話
形
成
の
場
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
明

恵
の
『
夢
記
』
に
通
じ
る
所
の
あ
る
こ
と
、
仏
法
王
法
相
即
思
想
に
基
づ
い

て
後
鳥
羽
院
政
を
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
の
両
点
か
ら
、
高
山
寺
を
含

め
た
神
護
寺
の
文
化
圏
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
な
お
、
弓

削
氏
に
先
立
ち
、
広
瀬
和
江
氏
も
、
延
慶
本
の
文
覚
怨
霊
説
話
は
神
護
寺
圏

で
成
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。 （

18
）

そ
れ
以
後
も
、
表
現
の
点
か
ら

も
明
恵
周
辺
が
形
成
に
関
与
し
て
い
る
と
推
定
で
き
る
と
の
横
井
孝
氏
の
指

摘
が
あ
る
し
、

 （
19
）

樋
口
州
男
氏
は
、
神
護
寺
内
で
も
上
覚
が
形
成
に
関
与
し

た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。 （

20
）

こ
の
よ
う
に
、
神

護
寺
圏
で
の
形
成
と
す
る
点
で
諸
氏
一
致
し
て
い
る
。
中
で
も
樋
口
氏
は
、

文
覚
怨
霊
説
話
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

　

上
覚
は
、
神
護
寺
領
没
収
に
深
い
怨
念
を
抱
き
な
が
ら
配
流
先
で
没

し
、
ま
た
生
前
か
ら
怨
霊
化
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
言
動
の
多
か
っ
た
文

覚
の
怨
霊
を
さ
し
招
き
、
彼
の
意
志
に
敵
対
す
る
も
の
・
障
害
と
な
る

も
の
が
滅
び
去
っ
て
い
く
、
も
っ
と
も
好
い
例
と
し
て
後
鳥
羽
院
を
登

場
さ
せ
│
史
実
の
対
馬
か
ら
隠
岐
へ
と
い
う
文
覚
配
流
先
の
虚
構
も
そ

の
た
め
で
あ
る
│
、
現
実
に
お
け
る
自
身
の
敵
対
者
（
神
護
寺
別
当
宗

全
、高
野
山
住
僧
な
ど
）
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

危
機
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

も
し
、
文
覚
怨
霊
説
話
が
以
上
の
如
き
状
況
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
す
る
な
ら
、
よ
り
一
層
、『
著
聞
集
』
の
当
該
文
覚
説
話
と
の
近
似

性
が
見
え
て
こ
よ
う
。
ど
ち
ら
も
、
後
高
倉
院
期
に
、
神
護
寺
で
、
上
覚
お

よ
び
上
覚
派
に
よ
っ
て
成
っ
た
、
現
状
と
し
て
の
神
護
寺
経
営
体
制
を
批
判

す
る
た
め
の
説
話
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
文
覚
怨
霊
説
話
の
形
成
に
ど
こ
ま
で

上
覚
の
関
与
を
見
て
よ
い
か
の
判
断
は
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
の
、
話

柄
か
ら
し
て
、
諸
氏
の
見
る
よ
う
、
後
鳥
羽
院
政
を
批
判
的
に
捉
え
る
文
覚

の
門
徒
に
よ
っ
て
承
久
の
乱
後
に
形
成
さ
れ
た
説
話
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

い
。
当
該
文
覚
説
話
を
通
し
て
、『
著
聞
集
』
と
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の

背
後
に
広
が
る
文
化
的
世
界
の
一
端
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ

う
。『
著
聞
集
』
は
、
延
慶
本
の
世
界
を
知
る
上
で
の
一
助
と
な
り
え
る
の

で
あ
る
。
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ま
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成
季
が
当
該
文
覚
説
話
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。
収
載

さ
れ
て
い
る
巻
二
十
魚
虫
禽
獣
篇
は
雑
多
な
内
容
で
あ
り
、
話
柄
に
関
わ
ら

ず
動
物
の
出
る
話
を
収
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
魚
虫
禽
獣
篇
に

配
し
て
い
る
か
ら
成
季
は
動
物
説
話
と
捉
え
て
い
た
と
は
決
定
で
き
な
い
。

『
著
聞
集
』
か
ら
は
成
季
の
説
話
理
解
を
窺
え
な
い
が
、
成
季
周
辺
の
世
界

を
考
え
れ
ば
、
神
護
寺
経
営
問
題
に
ま
つ
わ
る
説
話
と
し
て
受
容
し
て
い
た

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
成
季
は
仁
和
寺
文
化
圏
と
交
流
を
持
っ
て
い

た
。
神
護
寺
経
営
問
題
は
仁
和
寺
に
も
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
成
季

が
事
情
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
ま
た
成
季

は
、
後
鳥
羽
院
近
臣
を
は
じ
め
、
院
周
辺
の
人
物
と
の
交
流
も
持
っ
て
い 

た
。 （

21
）

そ
の
縁
で
、
他
資
料
に
は
見
え
な
い
よ
う
な
後
鳥
羽
院
説
話
が
『
著

聞
集
』
に
は
収
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
鳥
羽
院
周
辺
と
も
交
流
が
あ

る
の
な
ら
、
そ
の
院
が
事
の
発
端
で
あ
る
神
護
寺
経
営
問
題
に
つ
い
て
、
全

く
聞
き
も
及
ん
で
い
な
い
と
は
考
え
難
か
ろ
う
。
神
護
寺
経
営
問
題
に
つ
い

て
様
々
な
情
報
や
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
噂
話
な
ど
が
、
成
季
の
周
辺
で
交
わ

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
成
句
「
鵜
の
真
似
す
る
烏
」
の
存
在
も
当
然
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
そ
も
そ
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
か
ら
『
十
訓
抄
』
の
よ
う

な
教
訓
書
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
如
上
の
成
季
を
と
り
ま
く
状
況
を
考

え
た
時
、
は
た
し
て
当
該
文
覚
説
話
を
た
だ
の
動
物
説
話
と
見
て
済
ま
せ
た

で
あ
ろ
う
か
。

　

な
お
、『
愚
管
抄
』
に
「
鵜
の
真
似
す
る
烏
」
の
用
例
が
出
る
と
述
べ
た
。

軽
視
で
き
な
い
の
は
、
使
用
さ
れ
て
い
る
文
脈
で
あ
る
。『
愚
管
抄
』
は
後

鳥
羽
院
政
を
批
判
す
る
中
で
「
鵜
の
真
似
す
る
烏
」
を
用
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
は
た
し
て
、
こ
れ
が
当
該
文
覚
説
話
と
ど
う
関
わ
る
の
か
、
あ
る
い
は

関
係
し
な
い
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

た
だ
、成
季
の
説
話
理
解
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
成
季
は
九
条
家
に
仕
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
九
条
家
周
辺
の
人

物
に
直
接
取
材
を
し
た
り
、
蔵
書
を
利
用
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
。 

（
22
）『

愚
管

抄
』
は
広
く
流
布
し
た
資
料
で
は
な
い
が
、
状
況
か
ら
す
れ
ば
成
季
の
披
見

は
想
定
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
成
季
の
周
辺
を
探
っ
て
い
く
と
、

当
該
文
覚
説
話
の
背
後
の
政
治
性
に
気
付
か
な
か
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

【
注
】

（
１
） 
土
谷
恵
氏
「
中
世
初
期
の
仁
和
寺
御
室
―
「
古
今
著
聞
集
」
の
説
話
を
中

心
に
―
」（『
日
本
歴
史
』
四
五
一
号
／
一
九
八
五
年
十
二
月
）。
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二
三

（
２
） 

櫻
井
利
佳
氏
「『
古
今
著
聞
集
』
巻
二
釈
教
篇
に
つ
い
て
の
一
考
察
─
九
条

家
本
諸
寺
縁
起
集
の
同
文
説
話
と
の
関
連
性
─
」（『
日
本
文
学
文
化
』
三

号
／
二
〇
〇
三
年
六
月
）。

（
３
） 

前
掲
（
１
）
土
谷
氏
論
文
。
小
泉
恵
子
氏
「『
古
今
著
聞
集
』
成
立
の
周

辺
─
徳
大
寺
公
継
の
サ
ロ
ン
に
つ
い
て
─
」（『
日
本
歴
史
』
四
八
二
号
／

一
九
八
八
年
七
月
）。
野
村
卓
美
氏
「
明
恵
説
話
の
変
容
─
『
古
今
著
聞

集
』
の
明
恵
説
話
を
中
心
に
─
」（『
国
語
国
文
』
六
十
一
─
十
一
号
／

一
九
九
二
年
十
一
月
）。

（
４
） 

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
著
聞
集
・
下
』（
一
九
八
六
年
／
新
潮
社
）
に

依
る
。

（
５
） 

例
え
ば
、本
郷
恵
子
氏
『
説
話
の
舞
台
を
歩
く
・
古
今
著
聞
集
』（
二
〇
一
〇

年
／
山
川
出
版
社
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

深
山
幽
谷
の
な
か
で
、
文
覚
が
た
ま
た
ま
目
に
し
た
光
景
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
…
中
略
…
人
気
の
な
い
山
中
で
、
息
を
ひ
そ
め
て
猿
の
鵜
飼

を
み
て
い
る
図
は
、
ほ
ほ
え
ま
し
く
も
滑
稽
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 

古
く
は
山
川
均
氏
も
、「
烏
」（
初
出
『
改
造
』
一
九
三
五
年
十
月
号
。
後

に
大
幅
な
加
筆
修
正
が
な
さ
れ
、
随
筆
集
『
か
ら
す
』（
一
九
三
五
年
／
日

本
評
論
社
）
に
収
録
）
で
、
文
覚
の
実
見
譚
と
捉
え
て
い
る
。

（
６
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
十
訓
抄
』（
一
九
九
七
年
／
小
学
館
）
に
依
る
。

（
７
） 

東
洋
文
庫
『
家
訓
集
』（
二
〇
〇
一
年
／
平
凡
社
）
に
依
る
。

（
８
） 「
鵜
の
真
似
を
す
る
烏
大
水
を
食
ら
う
」
や
「
烏
を
鵜
に
使
う
」
な
ど
、
立

項
の
さ
れ
方
は
一
定
で
は
な
い
。

（
９
） 『
和
訓
栞
合
本
』（
一
八
九
八
年
／
岐
阜
成
美
堂
）
に
依
り
、
濁
点
・
句
読

点
は
私
に
付
し
た
。
な
お
、『
和
訓
栞
』
で
は
「
か
ら
す
」
の
項
目
中
で
「
鵜

の
真
似
す
る
烏
」
に
言
及
し
て
い
る
。

（
10
） 「
鵜
」
字
は
中
国
に
お
い
て
ペ
リ
カ
ン
を
指
す
。
日
本
で
言
う
鵜
は
「
鸕
鶿
・

鷺
鶿
」
と
書
く
。

（
11
） 

保
田
與
重
郎
氏
「
百
鳥
記
」（『
日
本
談
義
』
一
九
五
七
年
三
月
号
か
ら
同

年
十
一
月
号
ま
で
連
載
。『
保
田
與
重
郎
全
集
・
二
十
六
』
一
九
八
七
年
／

講
談
社
、
所
収
）
は
、
当
該
文
覚
説
話
を
紹
介
す
る
中
で
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

鵜
の
ま
ね
す
る
烏
の
例
で
な
く
て
、
こ
れ
は
鵜
の
ま
ね
さ
せ
ら
れ
た
烏

で
あ
る
。「
烏
を
鵜
に
使
う
如
し
」
と
の
諺
が
あ
る
。

（
12
） 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
愚
管
抄
』（
一
九
六
七
年
／
岩
波
書
店
）
に
依
る
。

（
13
） 

な
お
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
田
昭
全
氏
『
文
覚
』（
二
〇
一
〇
年
／

吉
川
弘
文
館
）
に
詳
し
く
、
本
稿
も
依
る
と
こ
ろ
多
い
。

（
14
） 「
神
護
寺
文
書
」
五
十
九
・
七
十
八
な
ど
。

（
15
） 「
上
覚
・
千
覚
と
仁
和
寺
和
歌
圏
」（『
山
田
昭
全
著
作
集
・
五　

文
覚
・
上

覚
・
明
恵
』
二
〇
一
四
年
／
お
う
ふ
う
）。

（
16
） 

上
覚
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
山
田
昭
全
氏
「
神
護
寺
聖
人
上
覚
房
行
慈
考
」

（
初
出
『
高
僧
伝
の
研
究
』
一
九
七
三
年
／
山
喜
房
仏
書
林
。『
山
田
昭
全

著
作
集
・
五
』
所
収
）
に
詳
し
い
。

（
17
） 「
延
慶
本
平
家
物
語
第
六
末
「
文
覚
被
流
罪
事
」
の
周
辺
」（『
岐
阜
大
学
国

語
国
文
学
』
二
十
一
号
／
一
九
九
三
年
四
月
）。

（
18
） 「
延
慶
本
に
お
け
る
文
覚
隠
岐
院
呪
詛
説
話
に
つ
い
て
」（『
駒
沢
大
学
大
学

院
論
輯
』
六
号
／
一
九
七
八
年
二
月
）。

（
19
） 「
文
覚
と
香
煙
─
紙
を
焼
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
─
」（『
延
慶
本
平
家
物
語

考
証
・
三
』
一
九
九
四
年
／
新
典
社
）。

（
20
） 「
中
世
の
伝
承
と
『
平
家
物
語
』
─
僧
文
覚
怨
霊
伝
承
の
形
成
を
め 

ぐ
っ
て
─
」（『
文
学
』
三
─
四
号
／
二
〇
〇
二
年
七
月
・
八
月
）。

（
21
） 
拙
稿
「
橘
成
季
と
後
鳥
羽
院
近
臣
─
『
古
今
著
聞
集
』
と
『
十
訓
抄
』
─
」

（『
百
舌
鳥
国
文
』
二
十
七
号
／
二
〇
一
五
年
三
月
）。

（
22
） 
成
季
と
九
条
家
蔵
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
（
２
）
櫻
井
氏
論
文

参
照
。



二
四

【
付
記
】

　

本
稿
は
平
成
二
十
七
年
度
説
話
文
学
会
大
会
（
於
、
二
松
學
舍
大
学
）
で
の
口

頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
で
賜
っ
た
御
意
見
・
御
指
摘
に
、

記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
た
び
た　

は
じ
め
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）


