
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
小
山
で
す
。
本
日
は
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
今
日
は
、

「
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
」
と
い
う
題
目
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
と

い
う
絵
巻
物
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
信
貴
山
と
い
う
の
は
、
奈
良
県
と
大
阪
府
の
間
に
位
置
す
る
山
で
し
て
、
そ
の
中
腹
に
現
在
は
朝

護
孫
子
寺
と
い
う
真
言
宗
の
寺
院
が
あ
り
ま
す
。
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
は
、
平
安
時
代
末
期
に
制
作
さ
れ
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
は
、
「
山
崎
長
者
の
巻
」
「
延
喜
加
持
の
巻
」
「
尼
公
の
巻
」
の
三
巻
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
『
信
貴
山
縁

起
絵
巻
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
の
説
は
、
信
貴
山
の
僧
侶
が
制
作
さ
せ
た
と
い
う
説
。
も
う
一
つ
は
、

絵
巻
物
の
蒐
集
家
で
あ
っ
た
後
白
河
法
皇
が
制
作
さ
せ
た
と
い
う
説
で
す
。
た
だ
し
、
平
安
時
代
の
段
階
で
は
、
信
貴
山
は
あ
ま
り
裕
福

な
状
況
に
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
当
時
、
絵
巻
物
を
制
作
す
る
に
は
、
紙
や
絵
の
具
の
ほ
か
、
専
門
の
絵
師
が
必
要
に

な
る
の
で
、
莫
大
な
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
の
皇
族
、
中
で
も
後
白
河
法
皇
が
制
作
さ
せ
た
と
い
う
説
の
ほ
う
が
有

力
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
後
白
河
法
皇
が
制
作
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
ま
ず
制
作
年
代
が
後
白
河
法
皇
の
活
躍

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）

非
常
に
有
名
な
絵
巻
物
で
す
。

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰

小

山
聡
子
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さ
て
、
今
日
は
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
の
中
の
「
延
喜
加
持
の
巻
」
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
平
安

時
代
の
人
間
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
病
気
治
療
を
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
お
話
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
ま
ず
「
延
喜

加
持
の
巻
」
の
あ
ら
す
じ
を
説
明
し
ま
す
。

醍
醐
天
皇
が
病
気
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
病
気
を
治
す
た
め
に
、
沢
山
の
僧
侶
が
宮
中
に
呼
ば
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
醍
醐
天
皇
の
病

気
は
全
く
治
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
信
貴
山
の
僧
侶
で
あ
る
命
蓮
が
病
気
治
癒
の
祈
祷
を
す
る
た
め
に
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
命
蓮
は
、
都
か
ら
来
た
天
皇
の
使
者
に
、
「
私
は
都
に
は
行
か
ず
、
信
貴
山
で
病
気
治
癒
の
た
め
の
祈
祷
を
し
ま
す
。
祈

祷
が
終
わ
っ
た
ら
剣
の
護
法
を
遣
わ
し
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
天
皇
の
使
者
は
、
が
っ
か
り
し
て
都
に
帰
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
三
日

後
の
昼
頃
、
醍
醐
天
皇
は
、
剣
の
護
法
の
夢
を
見
ま
し
た
。
夢
か
ら
覚
め
て
み
る
と
、
天
皇
の
病
気
は
す
っ
か
り
治
っ
て
い
ま
し
た
。
天

皇
は
、
命
蓮
の
元
に
使
者
を
遣
わ
し
、
病
気
を
治
し
て
く
れ
た
お
礼
に
荘
園
を
与
え
ま
し
ょ
う
、
と
言
い
ま
し
た
。
し
か
し
命
蓮
は
、

「
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
た
め
に
祈
祷
を
し
た
の
で
は
な
い
」
と
言
い
、
受
け
取
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

以
上
が
、
「
延
喜
加
持
の
巻
」
の
大
ま
か
な
あ
ら
す
じ
で
す
。
で
は
、
絵
巻
物
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
絵
巻
物
と
い
う
の
は
、
詞
書

と
絵
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
詞
書
と
い
う
の
は
絵
の
説
明
文
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
今
回
は
、
詞
書
は
読
ま
ず
に
、
絵
だ
け
を
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。
最
初
の
絵
に
は
、
信
貴
山
の
命
蓮
に
病
気
治
療
を
依
頼
し
に
行
く
醍
醐
天
皇
の
勅
使
一
行
が
描
か
れ
て
い
ま
す
（
図
①
）
。

こ
の
場
面
は
、
待
賢
門
の
辺
り
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
先
頭
を
歩
く
蔵
人
尉
の
み
が
置
道
を
歩
い
て
い
ま
す
。
置
道
と
は
、
土
を
一
段

高
く
盛
っ
て
作
ら
れ
た
道
の
こ
と
で
、
上
卿
や
勅
使
の
た
め
の
道
で
す
。
な
の
で
、
身
分
が
低
い
者
は
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の

し
て
い
た
人
物
で
も
あ
り
ま
す
。

『
僧
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）

し
て
い
た
時
代
と
一
致
す
る
と
い
う
点
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
後
白
河
法
皇
は
、
絵
巻
物
の
蒐
集
家
で
あ
り
、
信
貴
山
を
篤
く
信
仰
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絵
巻
で
も
、
置
道
の
上
を
歩
い
て
い
る
者
は

一
人
だ
け
で
す
。
や
は
り
こ
の
こ
と
も
、
宮

中
の
規
則
に
精
通
し
た
者
が
『
信
貴
山
縁
起

絵
巻
』
を
描
か
せ
た
、
も
し
く
は
描
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。

次
の
絵
に
は
、
宮
中
の
門
か
ら
中
へ
入
っ

て
行
く
僧
侶
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
僧
侶
は
、
四
人
の
童
形
の
従
者
を
引
き
連

れ
て
い
ま
す
し
、
立
派
な
衣
を
着
て
い
ま
す

の
で
、
そ
れ
な
り
の
身
分
の
者
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
天
皇
が
病
気
に
な
る
と
、
比
叡
山

の
延
暦
寺
や
醍
醐
寺
、
東
寺
と
い
っ
た
大
寺

院
か
ら
僧
侶
が
呼
ば
れ
て
祈
祷
に
桃
わ
り
ま

す
。
お
そ
ら
く
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
立
派

な
衣
を
着
た
僧
侶
は
、
こ
の
よ
う
な
大
寺
院

の
僧
侶
な
の
で
し
ょ
う
。
天
皇
が
病
気
に
な

る
と
、
大
寺
院
の
僧
侶
や
、
身
分
は
低
い
の

『
僧
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山
縁
起
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と
信
仰
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だ
け
れ
ど
も
呪
術
的
な
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
僧
侶
が

呼
ば
れ
ま
す
。

で
は
、
立
派
な
衣
の
僧
侶
に
付
き
従
う
童
形
の
従
者
た

ち
を
ご
覧
く
だ
さ
い
（
図
②
）
。
ま
ず
、
僧
侶
の
す
ぐ
後

ろ
に
描
か
れ
て
い
る
二
人
の
男
性
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。

こ
の
人
た
ち
は
、
特
殊
な
身
分
の
人
た
ち
で
す
。
烏
帽
子

を
か
ぶ
ら
ず
に
髪
の
毛
を
束
ね
て
い
ま
す
ね
。
こ
の
時
代
、

成
人
男
性
は
、
必
ず
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
し
た
。
い

わ
ば
、
烏
帽
子
が
成
人
男
性
の
象
徴
だ
っ
た
と
い
っ
て
も

良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
子
ど
も
は
、
烏
帽
子

を
か
ぶ
ら
ず
、
髪
を
束
ね
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
こ

に
描
か
れ
て
い
る
従
者
た
ち
は
、
見
た
目
か
ら
五
○
歳
ぐ

ら
い
の
男
性
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
大
人
で
は
な
く
、

子
ど
も
の
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
在
か
ら

考
え
る
と
少
々
不
思
議
な
話
な
の
で
す
が
、
『
信
貴
山
縁

起
絵
巻
』
が
制
作
さ
れ
た
時
代
に
は
、
子
ど
も
の
身
分
を

持
っ
た
大
人
が
い
ま
し
た
。

図②高僧に付き従う童形の従者たち（刺激孫子寺所蔵『信貴山縁起絵巻』

「延喜加持の巻｣）
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子
ど
も
の
身
分
を
持
っ
た
大
人
た
ち
は
、
牛
飼
童
や
大
童
子
、
堂
童
子
と
し
て
労
働
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
基
本
的
に
こ
れ
ら
の
人
々

は
、
稜
れ
を
祓
う
仕
事
や
神
仏
の
力
を
必
要
と
す
る
仕
事
を
行
な
っ
て
い
た
と
推
定
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
大
童
子
は
、
祭
礼
の
時
に
稜

れ
を
祓
う
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し
た
し
、
堂
童
子
は
俗
人
が
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
堂
の
鍵
の
管
理
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ

童
子
形
の
大
人
が
こ
の
時
代
に
必
要
と
さ
れ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
当
時
、
子
ど
も
は
神
仏
の
世
界
（
聖
界
）
と
人
間
の
世
界
（
俗
界
）

の
媒
介
者
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
民
俗
学
の
分
野
で
は
し
ば
し
ば
「
七
つ
ま
で
は
神
の
子
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
す
で
に
平

安
時
代
に
も
七
歳
以
下
の
子
ど
も
を
「
人
に
あ
ら
ざ
る
も
の
」
と
し
、
神
聖
な
存
在
と
し
て
特
別
視
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
で
、
童
子
形
の
大
人
は
、
あ
る
意
味
、
俗
な
人
間
に
は
で
き
な
い
よ
う
な
仕
事
を
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
童
子
形
の

大
人
は
、
犯
罪
を
し
た
時
に
は
子
ど
も
の
法
律
で
裁
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け

て
の
貴
族
の
日
記
に
は
、
童
子
形
の
大
人
に
よ
る
犯
罪
の
記
事
が
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

で
は
次
に
、
童
子
形
の
大
人
の
後
ろ
に
描
か
れ
て
い
る
子
ど
も
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
子
ど
も
は
、
少
々
変
わ
っ
た
風
貌
で
描
か

れ
て
い
ま
す
ね
。
私
は
、
初
め
て
こ
の
絵
巻
物
を
見
た
時
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
子
ど
も
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
不
思
議

ひ
す
ま
し
わ
ら
わ

し
と
づ
つ

に
思
い
ま
し
た
。
実
は
、
こ
の
子
ど
も
は
、
桶
洗
童
で
す
。
こ
の
子
ど
も
の
腰
の
辺
り
に
は
、
尿
筒
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
携
帯
用
ト

イ
レ
だ
と
考
え
て
も
ら
え
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。
僧
侶
が
祈
祷
の
た
め
に
宮
中
に
赴
く
時
に
は
、
宮
中
の
ト
イ
レ
事
情
の
関
係
も
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
子
ど
も
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。
僧
侶
が
用
を
足
し
た
い
と
思
っ
た
時
に
、
こ
の
従
者
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

僧
侶
た
ち
が
門
に
入
っ
て
い
く
絵
の
隅
に
は
、
門
の
柱
に
落
書
き
を
し
て
い
る
人
々
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
今
、
皇
居
の
門
に
落
書
き

を
し
て
し
ま
っ
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
が
、
こ
の
時
代
に
は
日
常
茶
飯
に
見
ら
れ
る
光
景
で
し
た
。
何
気
な
く
描
か
れ
て
い

る
も
の
の
中
に
も
、
よ
く
見
て
み
る
と
お
も
し
ろ
い
も
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
。

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）
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縁
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と
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次
の
絵
は
、
信
貴
山
の
命
蓮
を
今
か
ら
迎
え
に
行
く
人
々
が
馬
に
乗
ろ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
す
。
皆
さ
ん
の
中
で
、
馬
に
乗
っ
た
こ

と
が
あ
る
人
は
い
ま
す
か
？
ち
ら
ほ
ら
い
る
よ
う
で
す
ね
。
私
は
、
数
年
前
に
乗
馬
ク
ラ
ブ
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
今
は
馬
に
乗

る
の
を
や
め
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
一
緒
に
通
っ
て
い
た
友
達
が
二
人
も
馬
か
ら
落
ち
て
複
雑
骨
折
を
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
以
前

に
乗
馬
を
し
た
こ
と
が
あ
る
私
か
ら
み
る
と
、
こ
の
馬
の
乗
り
方
は
奇
妙
で
す
。
お
そ
ら
く
貴
族
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
し
て
馬
に
乗
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
乗
り
方
は
少
し
危
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
馬
に
乗
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
の
貴
族
は
、

両
手
を
鞍
の
前
と
後
ろ
の
箇
所
に
置
い
て
い
ま
す
よ
ね
。
馬
に
乗
ろ
う
と
し
て
い
る
貴
族
の
後
ろ
に
は
、
お
尻
を
押
し
て
馬
に
乗
せ
よ
う

と
し
て
い
る
従
者
が
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
馬
の
背
中
に
乗
る
の
で
は
な
く
、
反
対
側
に
落
っ
こ
ち
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
現
在
の
一
般
的
な
馬
の
乗
り
方
は
、
右
足
を
鐙
に
か
け
な
が
ら
鞍
の
前
の
箇
所
と
馬
の
た
て
が
み
を
同
時
に
握
り
ヒ
ラ
リ

と
乗
る
、
と
い
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
一
五
三
セ
ン
チ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
乗
馬
ク
ラ
ブ
に
い
る
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
の
馬
に
人
の

手
を
借
り
ず
に
自
分
で
乗
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
貴
族
は
、
ち
ょ
っ
と
情
け
な
い
と
思
い
ま

せ
ん
か
。
第
一
、
平
安
時
代
の
馬
は
、
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
来
た
馬
な
の
で
、
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
よ
り
も
随
分
と
サ
イ
ズ
が
小
さ
い
は
ず
で
す
。

こ
の
よ
う
な
小
さ
な
馬
に
乗
る
の
に
後
ろ
か
ら
押
し
て
も
ら
っ
て
乗
る
と
い
う
の
は
、
平
安
時
代
の
貴
族
が
い
か
に
運
動
不
足
だ
っ
た
か

と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
先
ほ
ど
、
こ
ん
な
乗
り
方
を
し
た
ら
馬
の
反
対
側
に
落
ち
る
の
で
は
な
い
か
と
言
い
ま
し

た
が
、
本
当
に
落
ち
て
い
た
ん
で
す
よ
。
貴
族
の
日
記
を
見
て
み
る
と
、
馬
に
乗
ろ
う
と
し
て
反
対
側
に
落
ち
た
こ
と
に
よ
り
負
傷
し
た

と
い
う
記
述
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
乗
り
方
を
し
て
い
る
か
ら
落
ち
る
ん
で
す
ね
。

で
は
次
の
場
面
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
京
都
の
町
中
に
い
て
噂
話
に
花
を
咲
か
せ
て
い
る
人
々
で
す
（
図
③
）
。
お
そ
ら
く
、

醍
醐
天
皇
が
病
気
に
な
っ
た
と
い
う
噂
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
お
爺
さ
ん
の
顔
を
見
て
み
る
と
、
鼻
が
赤
く

(6）



腫
れ
上
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
赤
鼻
と
呼
ば
れ
て
い
た
病
気
で
す
。
庶
民
の

間
で
は
赤
鼻
と
い
う
病
気
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
日
光
暴
露
や
寒
冷
刺
激
が
原
因

で
、
こ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
平
安
時
代
に
成
立
し
た
現
存
最
古
の
医
学
全
書

『
医
心
方
』
に
も
、
赤
鼻
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

次
の
場
面
に
は
、
何
も
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
絵
巻
物
で
は
、
空
間
や
時
間
が

大
き
く
移
動
す
る
と
き
に
は
、
何
も
書
か
な
い
紙
を
挟
ん
だ
り
、
雲
を
描
い
た
り

し
ま
す
。
そ
の
あ
と
に
は
、
山
の
中
に
勅
使
一
行
が
入
っ
て
い
く
場
面
が
あ
り
ま

す
。
も
う
少
し
見
て
い
く
と
、
信
貴
山
に
い
る
命
蓮
の
姿
が
見
え
て
き
ま
す
。
天

皇
の
勅
使
は
、
命
蓮
に
、
病
気
平
癒
の
祈
祷
を
宮
中
で
行
な
っ
て
く
れ
な
い
か
と

依
頼
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
命
蓮
は
、
京
の
都
に
は
行
か
ず
に
信
貴
山
に
い
た
ま
ま

で
祈
祷
を
し
て
祈
祷
を
終
え
た
ら
剣
の
護
法
を
遣
わ
し
ま
す
、
と
返
答
し
ま
し
た
。

勅
使
一
行
は
落
胆
し
て
帰
京
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
聞
く
と
、
命
蓮
と

い
う
人
は
な
ん
て
意
地
悪
な
の
だ
ろ
う
、
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
山
か
ら

下
り
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
に
は
き
ち
ん
と
理
由
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
呪

術
力
が
あ
る
僧
侶
は
、
山
か
ら
下
り
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
山
の

霊
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
僧
侶
は
呪
術
力
を
発
揮
で
き
る
の
で
す
。

だ
か
ら
、
こ
の
話
の
中
で
命
蓮
は
、
信
貴
山
か
ら
下
り
ず
に
祈
祷
を
し
た
と
さ
れ

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）

ｰ 一

〃

"侭
企

慧
、娩
迅

な

蕊 ゞ

巻＝厚

§！
凸
。

図③I噂話に興じる庶民たち（朝護孫子寺所蔵『信貴山縁起絵巻』「延喜加持の巻｣）
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『
信
貨
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
し

て
い
ま
す
。
勅
使
た
ち
は
、
命
蓮
が
上
京

し
な
い
と
し
た
こ
と
に
落
胆
し
て
帰
京
し
、

そ
の
こ
と
を
大
臣
た
ち
に
報
告
し
ま
す
。

三
日
後
、
醍
醐
天
皇
は
夢
で
剣
の
謹
法

と
い
う
護
法
童
子
を
見
ま
す
（
図
④
）
。

剣
の
護
法
は
、
剣
の
衣
を
着
け
て
い
る
の

で
剣
の
護
法
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
平
安

時
代
に
は
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
僧
侶
は
、

護
法
も
し
く
は
護
法
童
子
を
自
由
自
在
に

使
役
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
剣
の
護
法
は
、
右
手
に
剣
を

左
手
に
索
を
持
つ
姿
で
描
か
れ
て
お
り
、

輪
宝
に
乗
っ
て
い
ま
す
。
輪
宝
と
い
う
の

は
、
も
と
は
と
い
え
ば
イ
ン
ド
の
武
器
で

す
。

な
ぜ
剣
の
護
法
を
夢
で
見
た
こ
と
に

よ
っ
て
醍
醐
天
皇
の
病
気
が
治
っ
た
の
か

に
み
る
病
と
信
仰

Ｏ
Ｆ

Ｆ
と
■
Ｇ
嘩
再
Ｐ
◆
口
Ｂ
ｇ
Ｆ

』
●

ｃ

翁

や
壷
■
ｒ
瀞
癖

や
余
齢
１

齢

痢》
識
》
》
竃
報

博

』
夕
３
ザ

■

い
吟
ｆ

鯉
ロ
晶
一

へ

小
山
耳

帆
《鍵鍵一 耀鍵：

了､．

．、
垂

識稲

図④天皇の病気を治すために信貴山から疾駆してきた剣の謹法

（朝護孫子寺所蔵『信貴山縁起絵巻』「延欝加持の巻｣）
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と
い
う
と
、
護
法
童
子
に
は
病
気
を
治
す
役
割
が
あ
る
か
ら
で
す
。
護
法
童
子
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
史
料
に
、
実

に
多
く
登
場
し
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
護
法
童
子
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
中
で
も
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ

の
理
由
は
、
現
在
ま
で
の
宗
教
史
研
究
で
は
、
本
尊
へ
の
信
仰
ば
か
り
に
着
目
し
、
本
尊
の
脇
侍
や
春
属
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
護
法
童
子
信
仰
の
研
究
は
、
宗
教
史
研
究
に
お
い
て
非
常
に
重
要
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

と
り
わ
け
平
安
時
代
中
期
以
降
、
護
法
童
子
信
仰
は
、
実
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
、
平
安
時
代
中
期
以
降
の
病

気
治
療
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
上
で
も
、
護
法
童
子
信
仰
の
研
究
は
非
常
に
重
要
で
す
。
護
法
童
子
が
夢
に
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、

護
法
童
子
が
命
蓮
の
祈
祷
に
よ
っ
て
醍
醐
天
皇
の
元
に
駆
け
つ
け
、
そ
の
病
気
を
治
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
平
安
時

代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
は
、
夢
で
見
た
こ
と
は
現
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
仏
様
が
夢
に
現
れ
て
、
「
花
子
さ

ん
は
あ
な
た
の
こ
と
が
好
き
な
ん
で
す
よ
」
と
言
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
夢
を
見
た
太
郎
さ
ん
は
本
気
に
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
醍
醐
天
皇

が
剣
の
護
法
を
夢
で
見
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
剣
の
護
法
が
醍
醐
天
皇
の
元
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
の
場
面
で
は
、
剣
の
護
法
が
信
貴
山
か
ら
京
都
に
い
る
醍
醐
天
皇
の
元
に
走
っ
て
く
る
場
面
で
す
。
こ
の
場
面
で
注
目
し
て
い
た
だ

き
た
い
の
は
、
謹
法
童
子
の
走
り
方
で
す
。
こ
の
絵
で
は
、
左
手
と
左
足
が
前
に
、
右
手
と
右
足
が
後
ろ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
こ

ん
な
走
り
方
、
も
し
く
は
歩
き
方
を
す
る
人
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。
滅
多
に
見
な
い
で
す
よ
ね
。
一
般
的
に
は
、
左
手
と
右
足
を
前
に
出

し
た
ら
、
右
手
と
左
足
は
後
ろ
で
す
。
剣
の
護
法
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
姿
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
『
信
貴
山
縁
起
絵

巻
』
以
外
の
絵
巻
物
で
も
、
こ
の
よ
う
な
歩
き
方
や
走
り
方
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
は
じ
め
私
は
、
体
の
部
分
を
描
き
た
い
か

ら
こ
の
よ
う
に
書
い
た
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
民
俗
学
の
方
面
か
ら
は
当
時
の
人
間
は
こ
の
よ
う
に
し
て
歩
い
て
い
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
着
物
が
着
崩
れ
る
か
ら
だ
と
か
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
理
由
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）
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『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
は
、
説
話
を
も
と
に
作
ら
れ
た
絵
巻
物
で
す
。
つ
ま
り
、
「
延
喜
加
持
の
巻
」
の
内
容
も
、
作
ら
れ
た
お
話
で

す
。
た
だ
し
「
延
喜
加
持
の
巻
」
の
全
て
が
作
り
話
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
歴
史
的
事
実
に
の
っ
と
っ
た
上
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
命
蓮
は
信
貴
山
に
実
在
し
た
僧
侶
で
す
。
さ
ら
に
は
命
蓮
は
、
醍
醐
天
皇
が
病
気
を
患
っ
た
時
に
、
祈
祷
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
実
際
に
は
命
蓮
は
、
信
貴
山
か
ら
下
り
て
京
都
へ
行
き
天
皇
の
側
近
く
で
祈
祷
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
醍
醐
天
皇
は
、
命
蓮
の

祈
祷
も
む
な
し
く
、
こ
の
世
を
去
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
中
山
忠
親
の
日
記
『
山
槐
記
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
「
延
喜
加
持
の
巻
」
で
は
、
命
蓮
は
食
欲
な
心
を
持
っ
た
僧
侶
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
『
信
貴
山
資
材
宝
物
帳
』
と
い
う
命
蓮
が
書
い
た
史
料
が
現
存
し
て
お

り
、
そ
こ
に
は
信
貴
山
は
貧
し
く
寄
進
も
実
に
少
な
い
と
い
う
嘆
き
が
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
「
延
喜
加
持
の
巻
」
の
内

絵
巻
』
「
延
喜
加
持
の
巻
」
で
す
。

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）

さ
て
、
護
法
童
子
は
あ
く
ま
で
も
信
仰
上
の
も
の
で
す
。
こ
の
点
は
間
違
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
し
ば
し
ば
授
業
で
話
し
て
い
る
と
、

平
安
時
代
に
は
空
飛
ぶ
護
法
童
子
と
い
う
生
き
物
が
い
た
の
だ
と
勘
違
い
し
て
し
ま
う
学
生
が
い
ま
す
。
護
法
童
子
は
、
見
え
る
人
に
は

見
え
る
し
、
見
え
な
い
人
に
は
見
え
な
い
、
と
い
う
存
在
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
呪
術
力
が
あ
る
人
間
に
は
見
え
る
し
、
呪
術
力
が
な

い
人
間
に
は
見
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
、
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
で
も
、
護
法
童
子
が
空
を
疾
走
し
て
い
る

絵
の
下
に
は
、
護
法
童
子
の
存
在
に
全
く
気
が
付
か
ず
に
菜
っ
葉
を
摘
ん
で
い
る
女
性
二
人
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

病
気
が
治
っ
た
醍
醐
天
皇
は
、
再
度
勅
使
を
信
貴
山
に
遣
わ
し
、
病
気
を
治
し
て
く
れ
た
お
礼
と
し
て
荘
園
を
与
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。

そ
う
し
た
と
こ
ろ
命
蓮
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
貰
う
た
め
に
祈
祷
を
し
た
の
で
は
な
い
と
言
い
、
辞
退
し
ま
し
た
。
そ
の
様
子
を
見
て

い
た
従
者
た
ち
は
、
「
命
蓮
様
と
は
、
な
ん
と
欲
の
な
い
素
晴
ら
し
い
お
坊
さ
ん
だ
ろ
う
」
と
感
心
し
ま
し
た
。
以
上
が
『
信
貴
山
縁
起

(10)



で
は
次
に
、
平
安
時
代
の
病
気
治
療
に
つ
い
て
お
話
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
と
く
に
、
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
が
で
き
た
平
安
時
代
後

期
に
ど
の
よ
う
に
し
て
病
気
を
治
療
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
こ
の
時
代
に
は
、
誰
か
が
体
調
を
悪
く
し
た

と
し
て
も
、
ウ
ィ
ル
ス
な
ど
の
せ
い
だ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ま
だ
科
学
が
発
達
し
て
お
ら
ず
、
顕
微
鏡

も
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
で
は
病
気
の
原
因
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
物
の
怪
や
鬼
、
天
狗
な
ど
で

し
た
。
こ
れ
ら
は
、
人
間
に
病
気
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
平
安
時
代
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期
は
、
呪
術
宗
教

の
時
代
で
す
。
呪
術
が
生
活
の
中
で
も
信
仰
上
で
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
時
代
で
し
た
。
病
気
の
治
し
方
を
見
て
も
そ
の
こ
と
は
言

え
ま
す
。
た
と
え
ば
『
栄
華
物
語
』
の
七
六
年
間
の
記
述
の
中
で
、
僧
侶
の
祈
祷
に
よ
る
病
気
治
療
は
八
七
回
、
そ
れ
に
対
し
て
薬
の
服

用
は
四
回
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
い
か
に
病
気
の
治
し
方
が
非
科
学
的
な
方
法
で
行
な
わ
れ
て
い
た
か
を
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
医

師
に
よ
る
治
療
よ
り
も
僧
侶
に
よ
る
祈
祷
の
方
が
頼
り
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
安
時
代
に
は
、
皇
族
や
貴
族
が
病
気
に
な
っ
た
時
に
は
三
種
類
の
職
業
の
人
が
呼
ば
れ
ま
す
。
ま
ず
一
つ
目
は
僧
侶
で
す
。
二
つ
目

は
医
師
。
三
つ
目
は
陰
陽
師
で
す
。
僧
侶
は
加
持
祈
祷
に
よ
っ
て
病
気
を
治
し
ま
す
。
医
師
は
薬
や
針
、
灸
な
ど
に
よ
っ
て
病
気
を
治
し

ま
す
。
陰
陽
師
は
、
現
在
で
い
う
と
こ
ろ
の
占
い
師
の
よ
う
な
も
の
で
し
て
、
病
気
の
原
因
が
神
の
場
合
に
祭
を
行
な
っ
て
治
し
ま
す
。

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
で
は
命
蓮
と
い
う
僧
侶
が
呼
ば
れ
て
病
気
治
療
を
行
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
今
日
は
僧
侶
に
よ
る
病

気
治
療
の
あ
り
方
を
中
心
に
お
話
し
て
い
き
ま
す
。
僧
侶
は
、
一
般
的
に
は
護
摩
修
法
に
よ
る
病
気
治
療
を
し
て
い
ま
し
た
。
多
く
の
場

合
、
不
動
明
王
を
本
尊
と
し
て
謹
摩
を
焚
い
て
病
気
を
治
す
た
め
の
祈
祷
を
し
て
い
ま
す
。
貴
族
の
日
記
や
説
話
に
は
、
物
の
怪
な
ど
が

『
信
貰
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）

容
は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
歴
史
的
事
実
に
の
っ
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
後
世
に
脚
色
さ
れ
た
部
分
も
数
多
く
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
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平
安
時
代
に
は
、
病
気
を
治
す
時
に
は
、
護
摩
修
法
の
中
で
も
調
伏
法
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。
調
伏
法
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

病
気
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
物
の
怪
や
鬼
な
ど
を
倒
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

さ
て
、
平
安
時
代
中
期
か
ら
末
期
の
史
料
を
調
べ
て
い
く
と
、
調
伏
法
の
時
の
供
物
に
、
様
々
な
毒
物
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
ま
ず
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
が
、
白
芥
子
で
す
。
白
芥
子
と
い
う
の
は
、
ア
ヘ
ン
が
と
れ
る
芥
子
の
種
の
部
分
で
す
。

芥
子
に
は
、
白
芥
子
の
他
に
は
、
黒
芥
子
（
高
菜
）
、
黄
芥
子
（
カ
ラ
シ
ナ
）
、
赤
芥
子
（
菜
種
）
、
青
芥
子
（
大
菜
）
が
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
の
中
で
も
白
芥
子
は
調
伏
法
の
供
物
と
し
て
重
用
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
白
芥
子
に
は
、
微
弱
で
は
あ
り
ま
す
が
毒
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
私
は
、
平
安
時
代
に
護
摩
を
焚
く
時
に
入
れ
て
い
た
供
物
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
現
在
は
、
胡
麻
油
や
塩
、
練
香
、
五
穀
な
ど
を
供
物
と
し
て
火
の
中
に
投
じ
て
い
る
寺
院
が
多
い
で
す
。
お
寺
に
よ
っ
て
供

物
は
異
な
り
、
た
と
え
ば
胡
麻
油
で
は
な
く
菜
種
油
を
使
う
お
寺
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
お
香
の
調
合
の
仕
方
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）

よ
り
ま
し

病
人
に
近
寄
っ
て
き
て
病
気
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
史
料
に
は
、
懇
座
が
物
の
怪
の
言
葉
を
喋
る
と
い
う
こ

と
が
頻
繁
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
悪
座
と
い
う
の
は
、
物
の
怪
な
ど
の
霊
魂
が
乗
り
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
言
葉
を
喋
る
人
々
の

こ
と
で
す
。
懸
座
に
は
、
女
性
や
子
ど
も
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
怨
座
は
、
霊
魂
の
言
葉
を
喋
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
人

間
に
は
、
霊
感
が
強
い
人
と
弱
い
人
が
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
理
由
は
そ
れ
だ
け
な
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
『
紫
式

部
日
記
』
に
は
、
一
条
天
皇
の
中
宮
彰
子
が
出
産
す
る
と
き
に
大
々
的
に
護
摩
が
焚
か
れ
、
次
か
ら
次
へ
と
女
房
た
ち
が
霊
魂
の
言
葉
を

喋
り
始
め
た
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
は
た
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
霊
感
が
強
い
人
間
ば
か
り
が
宮
仕
え
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で

す
。

は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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調
伏
法
の
供
物
と
し
て
は
、
附
子
も
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
附
子
と
い
う
の
は
、
ト
リ
カ
ブ
ト
の
こ
と
で
す
。
附
子
は
、
非
常

に
強
い
毒
性
を
持
っ
て
お
り
、
食
べ
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
で
に
平
安
時
代
の
史
料
に
は
、
附
子
が
強
い
毒
性
を
持
つ
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
で
、
調
伏
法
の
供
物
に
は
あ
え
て
毒
性
の
強
い
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
ト
リ
カ
ブ
ト
を
燃
や
し
た
時
に
毒
物
が
出
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
平
安
時
代
の
人
間
が
、
毒
性
の
強
い
ト

リ
カ
ブ
ト
を
燃
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
幻
覚
作
用
を
期
待
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
言
え
そ
う
で
す
。
あ
と
は
、
史
料
に
は
、

「
毒
木
」
や
「
毒
薬
汁
」
を
護
摩
壇
の
中
に
入
れ
る
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
毒
木
」
や
「
毒
薬
汁
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

も
の
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
有
毒
な
木
や
液
体
、
も
し
く
は
燃
や
す
と
有
毒
な
煙
を
出
す
木
や
液
体
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

あ
と
、
供
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
に
は
、
麻
が
あ
り
ま
す
。
麻
の
葉
や
花
を
入
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
大
麻
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
調
伏
法
を
行
な
う
時
に
は
、
毒
性
を
持
つ
供
物
、
も
し
く
は
毒
性
を
期
待
さ
れ
た
供
物
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

懸
座
が
幻
覚
を
見
た
り
物
の
怪
の
言
葉
を
話
し
た
り
す
る
理
由
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
護
摩
を
焚
く

時
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
供
物
に
毒
性
が
あ
っ
た
こ
と
も
理
由
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
在
は
、
護
摩
壇
の
上
に
は
、
大
き
な
換
気
扇
が
付
い
て
い
ま
す
。
護
摩
を
焚
い
て
も
換
気
扇
を
回
す
こ
と
に
よ
っ
て
煙
は
上
に
吸
い

上
げ
ら
れ
ま
す
か
ら
、
謹
摩
壇
の
周
囲
に
い
る
人
た
ち
は
煙
を
あ
ま
り
吸
わ
な
く
て
す
み
ま
す
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
は
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
、
女
房
た
ち
が
次
か
ら
次
へ
と
物
の
怪
に
乗
り
移
ら
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

お
話
し
ま
し
た
。
『
紫
式
部
日
記
』
が
書
か
れ
た
時
代
に
は
、
当
然
の
こ
と
、
換
気
扇
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
護
摩
壇
の
周
囲
に
い
た
人
々

は
ま
と
も
に
煙
を
吸
う
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。
護
摩
壇
の
周
囲
に
い
た
人
々
が
次
か
ら
次
へ
と
幻
覚
を
見
て
物
の
怪
の
言
葉
を
話
し

始
め
た
理
由
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）
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「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）

中
山
忠
親
の
日
記
『
山
槐
記
』
の
治
承
二
年
（
二
七
八
）
二
月
二
日
条
に
は
、
平
徳
子
が
後
の
安
徳
天
皇
を
出
産
し
た
時
の
、

僧
侶
の
配
置
図
が
あ
り
ま
す
。
徳
子
が
い
る
場
所
の
す
ぐ
近
く
に
護
摩
壇
が
い
く
つ
も
置
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
僧
侶
の
後
ろ
に
は
懇
座
が

配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
図
か
ら
、
恕
座
は
護
摩
壇
の
近
く
に
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
懇
座
は
、
僧
侶
が
護
摩
を
焚
い
て
い
る
傍

ら
で
、
物
の
怪
に
乗
り
移
ら
れ
、
物
の
怪
の
言
葉
を
話
し
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
懸
座
は
、
護
摩
壇
か
ら
出
る
煙
を
大
量

に
吸
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
は
、
同
じ
く
護
摩
壇
の
近
く
に
い
た
僧
侶
や
病
人
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
彼
ら
も
、
懇
座
と
同
様

に
、
し
ば
し
ば
幻
覚
を
見
ま
す
。
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、
僧
侶
が
護
摩
修
法
の
最
中
に
倒
れ
た
と
い
う
記
述
が
見
え
ま
す
。
ま
た
、
貴

族
の
日
記
や
説
話
に
は
、
し
ば
し
ば
病
人
が
物
の
怪
に
乗
り
移
ら
れ
て
そ
の
言
葉
を
喋
る
と
い
う
こ
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

最
近
見
た
史
料
の
中
で
お
も
し
ろ
い
な
と
思
っ
た
史
料
は
、
醍
醐
寺
の
成
賢
（
二
六
二
～
一
二
三
一
）
が
書
い
た
『
作
法
集
』
「
験

者
作
法
」
で
す
。
こ
の
史
料
に
は
、
ど
う
や
っ
て
物
の
怪
を
懇
座
に
懸
け
て
護
法
（
童
子
）
に
退
治
さ
せ
る
か
、
と
い
う
過
程
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
今
ま
で
の
研
究
で
は
、
物
の
怪
を
ど
の
よ
う
に
し
て
懇
座
に
懸
け
る
か
と
い
う
こ
と
や
、
護
法
（
童
子
）
が
ど
う
や
っ
て
物

の
怪
を
退
治
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
、
『
作
法
集
』
「
験
者
作
法
」
を
も
と
に
、
物
の
怪
退
治
の
過
程
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。
『
作
法
集
』
「
験
者
作
法
」
に
よ
る
と
、

以
下
の
様
な
手
順
に
な
り
ま
す
。

①
物
の
怪
や
鬼
、
天
狗
、
処

②
病
人
が
出
る
と
、
僧
侶
』

物
の
怪
や
鬼
、
天
狗
、
生
霊
、
死
霊
な
ど
は
、
人
間
に
近
寄
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
病
気
を
も
た
ら
し
ま
す
。

病
人
が
出
る
と
、
僧
侶
に
よ
っ
て
加
持
や
修
法
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
先
ほ
ど
お
話
し
た
護
摩
修
法
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

僧
侶
は
加
持
や
修
法
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
護
法
（
童
子
）
を
招
き
ま
す
。
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
も
剣
の
護
法
と
い
う
名
前

の
護
法
童
子
が
出
て
き
ま
し
た
。
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③
僧
侶
は
、
護
法
（
童
子
）
を
懇
座
の
体
内
に
入
れ
、
病
気
の
原
因
で
あ
る
物
の
怪
な
ど
を
悪
座
の
体
内
に
呪
縛
し
ま
す
。
病
人
の

病
気
は
、
物
の
怪
な
ど
が
懇
座
の
体
内
に
呪
縛
さ
れ
た
時
点
で
快
方
に
向
か
い
ま
す
。

④
僧
侶
は
病
人
を
加
持
し
て
病
人
の
身
を
護
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
病
人
に
再
び
物
の
怪
な
ど
が
近
寄
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。

⑤
病
人
の
体
内
に
入
っ
て
い
る
護
法
（
童
子
）
と
物
の
怪
は
、
懸
座
の
口
を
通
し
て
病
気
の
原
因
に
つ
い
て
語
り
始
め
ま
す
。
呪
縛

に
よ
っ
て
衰
え
た
物
の
怪
な
ど
は
、
解
縛
さ
れ
ま
す
。

⑥
僧
侶
は
、
護
法
（
童
子
）
に
物
の
怪
な
ど
を
懸
座
の
体
内
か
ら
駆
り
出
さ
せ
ま
す
。
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
描
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
護
法
（
童
子
）
は
、
剣
や
索
な
ど
を
持
ち
ま
す
。
杖
を
持
つ
護
法
（
童
子
）
も
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
用
い
て
、
護
法
（
童

子
）
は
、
物
の
怪
な
ど
を
遠
く
に
追
い
や
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
病
人
の
病
気
は
完
全
に
平
癒
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
は
、
以
上
の
よ
う
な
、
成
賢
の
『
作
法
集
』
「
験
者
作
法
」
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
も

調
べ
て
み
ま
し
た
。
『
作
法
集
』
「
験
者
作
法
」
の
記
述
と
、
『
作
法
集
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
書
か
れ
た
貴
族
の
日
記
や
説
話
の
記
述
と
を

比
較
し
て
み
ま
し
た
。
細
部
に
少
し
異
な
る
点
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
し
た
。
そ
れ
な
の
で
、
物
の
怪
退
治
の
過
程
と

い
う
の
は
、
今
お
話
し
た
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
今
ま
で
お
話
し
た
病
気
の
治
し
方
と
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
あ
る
病
気
の
治
し
方
と
は
若
干
異
な
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
で

し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
で
は
、
懇
座
は
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
で
は
、
た
だ
単
に
、
醍
醐
天

皇
が
夢
の
中
で
剣
の
護
法
を
見
て
目
が
覚
め
て
み
る
と
病
気
が
治
っ
て
い
た
、
と
さ
れ
て
い
る
の
み
で
す
。
こ
れ
は
、
当
時
の
人
間
が
、

護
法
童
子
が
来
た
と
い
う
こ
と
と
病
気
平
癒
を
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
夢
は
現
実

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）
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『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）

病
気
の
治
し
方
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
は
懇
座
を
用
い
る
治
し
方
で
す
。
二
つ
目
は
、
病
人
自
身
に
病
気
の
原

因
と
な
っ
て
い
る
物
の
怪
な
ど
を
乗
り
移
ら
せ
て
病
人
に
物
の
怪
な
ど
の
言
葉
を
語
ら
せ
る
方
法
で
す
。
た
だ
し
後
者
の
や
り
方
は
、
病

人
が
衰
弱
し
て
い
る
と
あ
ま
り
に
も
痛
々
し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
『
栄
華
物
語
』
の
中
に
も
、
病
人
に
物
の
怪
を
恩
け
て

語
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
あ
ま
り
に
も
病
人
が
辛
そ
う
で
周
囲
の
人
間
が
見
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
そ
う
で
す
よ
ね
。
た
だ
で
さ
え
衰
弱
し
て
い
る
病
人
は
、
物
の
怪
の
言
葉
を
喋
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
力
を
消
耗
し
て
さ
ら
に
衰
弱
し

て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
病
気
治
療
の
時
に
懸
座
が
用
意
さ
れ
る
の
は
、
一
○
世
紀
後
半
以
降
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
よ
り

前
は
、
基
本
的
に
は
病
人
が
物
の
怪
の
言
葉
を
喋
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
加
持
や
修
法
の
効
果
が
な
く
、
懇
座
も
病
人
も
物
の
怪
な
ど
の
言
葉
を
喋
ら
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
本
来
な
ら
ば
、

病
気
の
原
因
を
知
る
た
め
に
、
物
の
怪
の
言
葉
を
聞
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
病
気
原
因
の
追
究

は
あ
き
ら
め
て
、
病
気
を
治
す
た
め
に
物
の
怪
を
遠
く
へ
追
い
や
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
ま
す
。

あ
と
は
、
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
命
蓮
は
、
信
貴
山
か
ら
下
り
な
か
っ
た
の
で
、
醍
醐
天
皇
の
元

へ
は
行
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
命
蓮
は
、
信
貴
山
で
祈
祷
を
し
、
信
貴
山
か
ら
剣
の
護
法
を
宮
中
に
送
り
込
み
、
剣
の
護

法
に
病
気
原
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
退
治
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
方
法
で
す
と
、
醍
醐
天
皇
が
夢
の
中
で
、
剣
の
護
法
と
病
気
の
原
因

と
な
っ
て
い
る
も
の
が
闘
っ
て
い
る
光
景
を
見
な
い
限
り
、
病
気
の
原
因
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
す
よ
ね
。
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』

の
場
合
に
は
、
懸
座
は
用
意
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
先
ほ
ど
の
物
の
怪
退
治
の
過
程
で
い
う
と
、
①
②
の
あ
と
に
、
護
法
童
子
に
よ
っ

て
病
気
の
原
因
が
退
治
さ
れ
遠
く
へ
追
い
や
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
回
は
、
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
を
見
な
が
ら
、
平
安
時
代
の
信
仰
と
病
気
治
療
の
あ
り
方
を
中
心
に
お
話
し
ま
し
た
。
平
安
時
代
中
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期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期
は
、
呪
術
宗
教
の
時
代
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
科
学
も
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
物

の
怪
な
ど
の
霊
魂
が
心
の
底
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
代
に
は
、
病
気
治
療
に
は
呪
術
が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
病
気
原

因
を
知
る
た
め
に
毒
物
も
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
平
安
時
代
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期
に
お
け
る
信
仰
を
考
え
る
上
で
は
、
呪
術

信
仰
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

今
回
お
話
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
知
り
た
い
と
い
う
方
は
、
小
山
聡
子
『
護
法
童
子
信
仰
の
研
究
』
（
自
照
社
出
版
、

二
○
○
三
年
）
、
小
山
聡
子
「
護
摩
修
法
に
よ
る
幻
覚
作
用
と
怨
座
」
（
『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
一
二
巻
第
一
号
、
二
○
○
八
年
）
、

小
山
聡
子
「
葱
祈
祷
の
成
立
と
阿
尾
箸
法
ｌ
平
安
中
期
以
降
に
お
け
る
病
気
治
療
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
『
親
驚
の
水
脈
』
第

五
号
、
二
○
○
九
年
）
な
ど
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ら
の
著
作
物
で
は
、
も
う
少
し
詳
し
く
論
じ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
静
聴
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
付
記
】

本
稿
へ
の
図
版
の
掲
載
を
快
諾
し
て
下
さ
っ
た
信
費
山
朝
護
孫
子
寺
、
図
版
の
提
供
を
し
て
下
さ
っ
た
中
央
公
論
新
社
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

「
信
貨
山
縁
起
絵
巻
』
に
み
る
病
と
信
仰
（
小
山
）
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