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大
仰
師
康
助
の
遺
作
に
就
い
て

大
仰
師
康
助
は
文
献
に
依
れ
ば
、
保
安
二
年
（
一
、
一
二
一
）
よ
り
久
寄

二
年
（
一
、
一
五
五
）
に
亙
っ
て
諮
像
活
動
を
局
し
た
作
者
で
、
七
僚
仰
所

来
闘
で
は
大
仰
師
定
朝
の
嫡
流
と
し
、
第
四
世
大
仰
師
と
し
て
ゐ
る
。

斯
く
文
献
上
の
活
躍
を
知
る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
そ
の
遺
品
は
全
く
浬
波

し
て
了
っ
た
の
か
、
い
た
ず
ら
に
名
麓
を
停
へ
て
ゐ
る
観
に
過
ぎ
な
い
。
果

し
て
そ
う
で
あ
ら
う
か
。

私
は
金
剛
峯
寺
大
日
如
来
坐
像
に
彼
の
作
例
を
見
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

＿...・

＿..・

金
剛
峯
寺
像
と
は
、
も
と
高
野
山
の
谷
上
に
あ
っ
た
警
大
日
堂
の
木
曾
を

同

直

己
叫H
u’
i

指
す
の
で
あ
っ
て
、
脇
侍
の
阿
鞠
陀
坐
像
並
ぴ
に
緯
迦
如
来
坐
像
と
共
に
、

現
在
は
高
野
山
提
賓
館
内
の
放
光
閣
に
出
陳
さ
れ
て
ゐ
る
像
で
あ
る
。

さ
て
木
俊
の
遁
形
様
式
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
考
察
の
階
梯
と
な

る
可
き
依
擦
を
、
鈎
象
の
観
察
に
依
っ
て
指
摘
し
て
行
く
方
法
を
取
り
た
い
。

叫
叫M
2

大
日
如
来
坐
像
は
五
尺
五
分
の
像
高
で
、
五
如
来
の
費
冠
を
戴
き
、
群
青

で
塗
ら
れ
た
賓
髪
を
垂
れ
、
理
略
及
び
斡
妙
な
天
衣
を
請
け
、
二
尺
九
寸
五

分
の
高
さ
の
芸
座
に
安
住
し
て
居
る
五
俄
で
あ
る
。
此
等
の
着
衣
は
肉
身
と

共
に
漆
箔
塗
り
で
金
色
燦
然
と
し
て
ゐ
て
、
智
拳
印
を
結
ぶ
金
剛
界
の
大
日
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を
仰
ぎ
見
得
る
。

木
像
は
寄
木
内
劉
り
の
藤
原
時
代
通
有
に
見
る
構
迭
で
あ
る
。
藤
原
時
代

に
見
る
如
来
型
の
表
現
法
は
、
中
央
様
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
定
の
方
式

に
則
っ
て
居
る
。
印
ち
像
の
白
一
暑
か
ら
結
糊
す
る
足
も
と
ま
で
の
長
さ
と
像

の
膝
張
h

り
の
長
さ
と
は
略
々
相
等
し
い
数
量
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
、
更
に
ま



た此の相等しい数量を基準として像の構成が一定の数量の比率に取られてゐることである。此の典型的な姿のものとして藤原時代註3の如来型の中では、先に安養院大日如来像を翠げ、此れに藤原的註4類型化の特質を認めたものであるが、それと此の像を比較針照すれば弐の如くである。
b文...,‘ 

養
寺
像

1 1 迄とも足るせ蜘結らか革白

1 張膝

4 3.5 
り張の肱雨

5 5 

2 3.3 
巾の肩雨5 5 

1 1 
巾横面顔5 5 

1 1 
巾縦面顔

5 5 

1 1 
冠賓

5 5 

3 2.9 
印拳智らか下顎5 5 

1 0.8 さ高の膝
5 5 

こ
の
結
果
か
ら
弐
の
こ
と
が
云
へ
る
。
郎
ち
金
剛
峯
寺
像
は
藤
原
時
代
の

木
割
法
に
依
る
構
成
に
従
っ
て
ゐ
る
と
は
一
去
、
安
養
院
像
に
見
る
如
き
整

除
さ
れ
た
数
値
で
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
英
の
一

つ
で
あ
り
、
更
に
雨
肱
の
張
り
、
肩
巾
、
顎
下
か
ら
印
相
ナ
る
手
ま
で
の
距

離
、
膝
の
高
さ
等
を
示
す
比
率
が
相
還
し
て
ゐ
る
こ
と
が
其
の
こ
つ
で
あ
る
。

突
に
脱
野
を
狭
め
て
顔
面
に
注
ぎ
、
信
仰
の
針
象
上
重
要
な
役
割
を
も
っ
相

貌
に
於
け
る
構
成
関
係
の
観
察
に
及
ぼ
う
。

顔
部
の
考
察
に
於
い
て
は
二
つ
の
姑
に
注
目
し
た
い
。
一
つ
は
顔
面
内
の

目
鼻
だ
ち
の
大
き
さ
を
個
々
の
数
値
で
見
る
こ
と
、
二
つ
に
は
そ
の
目
鼻
だ

ち
が
顔
面
内
に
於
い
て
如
何
に
聞
置
さ
れ
て
ゐ
る
か
の
関
係
を
数
値
で
凡
て

行
く
こ
と
で
あ
る
。

詮
5

此
庭
で
も
安
養
院
大
日
知
来
像
及
ぴ
煙
迦
文
院
大
日
如
来
像
と
比
較
鈎
照

し
よ
う
。
こ
れ
に
は
眼
裂
の
長
さ
を
基
準
と
し
て
各
寸
法
を
数
値
で
示
せ
ば

次
の
知
く
で
あ
る
。
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顔
縦
顔
横

金
剛
峯
寺
像
三
・O

三
・
一
一
一

程
迦
丈
院
保
三
・
一
一
ニ
・
四

安
養
院
像
三
・
四
一
ニ
・
二

限
裂
鼻
鼻
張
上
陸
横
下
屠
横
耳

7
0
0

・
九
0
・
七
一
・
0
0

・
八
二
・
六

了
0
7
0
0

・
八

7
0
0

・
八
二
・
八

7
0
7
0
0

・
八
一
・
0
0

・
八
三
・O

此
れ
に
依
っ
て
弐
の
三
つ
の
事
柄
が
分
る
。
印
ち
顔
面
縦
巾
よ
り
横
巾
の

方
が
庚
い
こ
と
、
鼻
及
び
耳
の
比
率
が
小
さ
い
こ
と
、
目
鼻
口
の
比
率
闘
係

が
大
陸
の
傾
向
を
同
じ
く
し
て
ゐ
る
こ
と
と
は
云
へ
金
剛
峯
寺
像
で
は
他
の

二
像
程
に
一
定
の
比
率
に
整
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

更
に
目
鼻
だ
ち
が
顔
面
内
に
於
け
る
聞
置
闘
係
の
比
率
を
見
れ
ば
次
の
如

く
で
あ
る
。



金
剛
峯
寺
像

内
義
寺
像

稗
迦
文
院
像

らか側内目
。

位
置

0.25 らか側外0.33 0.3向-0.3

鼻
ο
位
置

生》
え

際4
μ
 

>ht0.8 らか臨1.2 1.0~ 1.0 

自
宅
O
位
置

生〉
え

際・

4
n
N

p
b
 

0.55 らゑ唱0.5 0.5~0.5 

らか側鼻口
の
位
置

0.4 らか顕0.7 0.6~0.6 

此
の
聞
置
闘
係
の
結
呆
で
は
‘
白
押
を
中
心
と
し
て
顔
面
内
に
集
中
的
に
即

さ
れ
て
ゐ
て
、
安
養
寺
像
鶴
迦
文
院
像
の
如
く
に
外
側
的
に
配
さ
れ
て
ゐ
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

今
度
は
形
態
上
か
ら
如
何
に
観
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
手
法
、
彫
技

を
も
含
め
た
翻
拙
か
ら
見
て
行
か
う
。

像
全
慢
の
嫡
阻
ま
り
は
曲
面
で
も
っ
て
簡
潔
に
集
成
さ
れ
て
居
る
。
し
か
も

そ
の
趨
ま
り
は
簡
潔
で
丸
々
と
見
え
る
も
の
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
の
も
の
に

見
る
如
ぎ
分
裂
的
な
も
の
で
は
な
く
‘
寧
ろ
定
朝
仰
に
於
い
て
見
ら
れ
る
筒

潔
な
纏
ま
り
を
そ
の
偉
に
見
せ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

し
て仰
ゐ控
て諸

五更
の γ

釣顔制ず り
ロP ノ色、
を口
A ひ
--p－の

話器
苧宮
踊？

警返
信器
さー ロH

~ f士
玄園
長ナ
ｷ' 71 ：通

'L 在
千格

ぶ~
て在

怒
り
肩
で
な
い
園
球
の
あ
る
肩
に
暢
や
か
に
流
れ
て
行
ぎ
、
肩
か
ら
手
に
落

ち
る
港
り
の
国
味
は
雨
膝
頭
に
見
る
固
味
と
全
く
同
越
の
も
の
で
、
そ
の
国

味
で
も
っ
て
形
態
を
統
一
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
木
像
の
全
形
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の
基
調
的
な
も
の
で
あ
る
。
胴
陸
で
は
腹
部
の
張
り
出
し
方
が
減
っ
て
ゐ
て

平
安
朝
初
期
の
仰
像
に
見
る
如
き
気
力
の
感
じ
は
薄
ら
い
で
居
る
こ
と
は
‘

こ
れ
ま
た
定
朝
仰
に
見
る
も
の
と
同
趣
で
あ
る
。

国
や
か
な
顔
面
で
は
、
眉
は
所
謂
蛾
眉
で
闘
の
弧
形
を
な
し
‘
目
の
格
好

は
弓
形
で
、
上
除
は
そ
の
弦
と
な
り
、
下
険
は
弧
と
な
っ
て
ゐ
て
、
そ
の
聞

き
は
心
持
ち
大
き
目
で
あ
り
、
そ
の
障
は
固
形
の
宇
分
近
く
が
上
輸
で
隠
さ

れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
飴
は
殆
ん
ど
現
は
さ
れ
、
下
険
で
隠
さ
れ
て
ゐ
る
部
分

は
極
く
僅
か
で
あ
る
。

此
の
目
は
伏
目
で
あ
っ
て
、
観
者
と
こ
の
眼
差
し
が
曾
ふ
と
こ
ろ
に
仰
の

衆
生
済
度
の
心
地
が
響
き
、
他
力
的
信
仰
の
傾
向
の
多
い
時
に
は
、
来
迎
思
想



に
依
っ
て
始
め
て
安
住
す
る
人
々
は
多
く
此
の
伏
目
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
此
の
伏
目
は
賓
に
定
朝
仰
に
於
け
る
中
極
的
形
式
と
考
へ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
金
剛
峯
寺
像
は
鳳
周
堂
像
の
如
き
阿
禰
陀
仰
で
は
な
く
、
大
日

如
来
の
題
材
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
此
の
形
式
を
そ
の
俸
に
縫
承
さ
れ
て
ゐ
る

庭
に
、
金
剛
峯
寺
像
の
著
る
し
い
特
徴
を
見
得
る
も
の
と
一
再
へ
ょ
う
。

今
度
は
着
衣
に
就
い
て
で
あ
る
が
‘
着
衣
の
仰
鰹
に
纏
ひ
方
で
は
、
悌
控

が
国
々
と
し
て
ゐ
る
の
で
衣
も
肉
盟
に
ぴ
っ
た
り
と
附
い
た
様
に
な
っ
て
居

る
。
そ
の
様
子
を
表
は
す
も
の
は
盤
で
あ
っ
て
そ
の
膨
味
の
彫
り
方
が
低
く

浅
い
の
で
衣
の
裂
地
が
薄
い
も
の
と
感
ぜ
ら
れ
、
腎
と
脇
、
股
閥
、
路
間
な

ど
の
や
う
な
窪
み
に
は
そ
の
縫
紋
を
多
ぐ
設
け
‘
肩
と
か
、
膝
頭
と
か
い
ふ

肉
身
の
隆
起
し
た
所
に
は
殆
ん
ど
壁
紋
を
作
ら
な
い
で
、
そ
の
裂
地
が
肉
身

に
附
着
す
る
様
を
現
は
し
て
居
る
。
そ
し
て
裂
地
が
肉
身
か
ら
浮
い
て
接
紋

の
出
来
る
場
合
は
、
壁
紋
の
敷
を
少
く
し
且
つ
そ
の
線
が
流
暢
で
あ
り
、
ま

た
並
行
的
で
あ
る
。
向
此
の
壁
紋
が
い
く
つ
か
相
並
ぶ
時
に
は
努
め
て
並
行

肢
を
取
っ
て
ゐ
る
が
‘
そ
れ
が
相
集
る
様
な
時
に
は
そ
の
集
中
が
除
り
目
立

た
な
い
様
に
し
て
ゐ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
殊
に
結
蜘
し
て
ゐ
る
足
の
腔

の
前
面
に
は
こ
の
庭
置
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
此
れ
を
除
り
多

〈
作
ら
ず
、
足
で
は
膝
頭
や
腔
の
上
国
に
は
壁
を
あ
ま
り
多
く
設
け
て
ゐ
な

い
こ
と
L

相
侠
っ
て
像
面
を
滑
ら
か
に
見
せ
、
叉
共
庭
に
静
か
な
趣
を
現
は

し
‘
よ
く
像
の
穏
和
な
表
情
の
内
容
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

一
方
に
は
接
紋
の
線
が
暢
や
か
に
柔
ら
か
に
身
に
纏
ひ
附
か
う
と
し
て
ゐ

る
様
子
が
見
ら
れ
、
他
方
に
は
そ
の
壁
紋
の
起
伏
は
徐
々
に
起
き
、
地
が
壁

と
な
っ
て
ゐ
る
様
に
な
っ
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
彫
刻
面
に
生
気
を
薄
ら
げ
て
ゐ

る
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
と
相
共
に
、
像
全
睦
を
静
か
な
越
を
現
は
し
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
此
の
着
衣
に
於
け
る
襲
紋
の
趣
好
も
定
朝
仰
に
見
る
も
の
と

同
じ
傾
向
で
あ
る
と
云
へ
る
。

次
に
技
巧
の
貼
に
就
い
て
一
式
へ
ば
‘
技
巧
の
中
で
も
特
に
万
法
に
闘
し
て

は
、
刀
法
が
細
か
い
の
で
あ
っ
て
直
哉
的
の
も
の
の
圭
角
が
取
れ
て
行
っ
てnu 

司4

ゐ
る
こ
と
が
彫
琢
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
、
腕
曲
し
て
行
く
まL
に
豪
放
の

気
が
影
を
薄
く
し
て
来
る
と
い
ふ
結
果
と
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
益
々
繊
細

化
さ
れ
て
行
く
途
を
辿
り
、
藤
原
時
代
の
小
さ
い
姿
の
も
の
で
は
一
層
優
美

な
も
の
と
な
っ
て
ゐ
て
、
織
細
化
の
現
は
れ
が
明
瞭
と
な
る
。
金
剛
峯
寺
像

は
E
像
で
あ
り
、
且
つ
肥
満
し
た
姿
で
あ
る
丈
け
技
巧
に
於
け
る
彫
琢
は
可

な
り
に
洗
練
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
像
全
控
を
繊
細
化
し
て
了
っ
て
ゐ
る
も
の

で
は
な
い
。

四

雫

仰
盟
の
観
察
か
ら
今
度
は
光
背
及
び
天
蓋
へ
と
頑
野
を
横
げ
て
行
か
う
。



先
づ
光
背
で
あ
る
が
、
金
剛
峯
寺
大
日
如
来
像
の
光
背
は
、
そ
の
構
活
形

式
を
云
へ
ば
二
霊
園
光
で
、
繰
は
雲
畑
で
あ
り
、
そ
れ
に
十
一
個
の
浮
彫
り

の
飛
天
を
附
て
ゐ
る
所
謂
飛
天
光
で
あ
る
。

飛
天
光
と
一
五
ふ
と
‘
そ
の
代
表
的
な
且
つ
典
型
的
な
も
の
と
し
て
平
等
院

鳳
風
堂
の
定
朝
仰
の
光
背
を
想
起
す
る
。
此
の
鳳
風
堂
の
も
の
は
三
重
岡
光

で
‘
そ
の
線
は
雲
姻
透
彫
り
に
大
日
如
来
及
ぴ
六
位
の
す
諜
苔
院
を
附
け
て

居
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
形
式
は
全
く
金
剛
峯
寺
像
の
と
相
通
ず
る
。
た

だ
金
剛
峯
寺
像
で
は
繰
が
透
彫
り
で
は
な
く
板
装
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
遣

っ
て
ゐ
る
。
橋
治
上
か
ら
一
式
へ
ば
鳳
国
堂
の
も
の
は
一
枚
板
で
は
な
く
、
所

謂
小
部
分
を
寄
せ
て
構
成
し
て
ゐ
て
、
透
彫
り
に
し
た
の
は
像
の
内
剖
り
で

あ
る
こ
と

L

規
を
一
に
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
令
剛
峯
寺
俊
も
同
様

に
内
剖
り
も
大
き
く
行
は
れ
て
ゐ
て
、
一
定
の
木
制
法
も
遵
奉
せ
ら
れ
て
居

り
、
光
背
も
一
枚
板
で
は
な
く
寄
木
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
板
装
に
な
さ
れ
て

ゐ
る
の
は
構
趨
上
の
相
蓮
か
ら
で
は
な
い
こ
と
が
分
る
。

・
次
に
天
蓋
に
移
ら
う
。

こ
の
飛
天
光
が
天
蓋
を
伴
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
こ
の
天
蓋
が
現
在
高
野
山

顎
賓
館
に
出
陳
さ
れ
て
居
る
こ
と
に
依
っ
て
分
る
。
谷
上
に
あ
っ
た
大
日
堂

は
既
に
浬
減
に
蹄
し
て
了
っ
た
の
で
、
そ
の
昔
日
の
堂
内
の
袋
巌
は
知
る
由

も
無
い
が
、
僅
か
一
片
の
天
蓋
に
善
美
を
議
さ
れ
て
ゐ
た
営
時
の
面
影
を
し の

ぶ
こ
と
が
出
来
る
。

天
蓋
は
中
央
に
直
桂
三
尺
入
寸
一
分
の
鏡
を
蹴
め
、
そ
の
周
濯
に
は
入
葉

の
蓮
『
蜘
を
附
け
て
ゐ
る
。
こ
の
天
蓋
も
飛
天
光
の
雲
姻
に
見
る
如
く
板
袋
の

も
の
で
、
光
背
と
天
蓋
と
の
闘
起
が
現
は
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
ら
れ
る
口

こ
こ
で
入
葉
の
蓮
臓
の
こ
と
に
就
い
て
云
へ
ば
、
こ
れ
は
天
蓋
ば
か
り
で

な
く
、
倉
像
の
賓
冠
に
も
あ
り
、
下
に
降
っ
て
芸
座
も
ま
た
八
角
形
で
あ
り
、

更
に
そ
の
程
の
装
飾
に
入
葉
蓮
捕
を
輸
の
中
に
浮
彫
り
に
し
て
ゐ
る
紋
様
が

施
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
来
る
。

こ
れ
等
入
角
形
基
調
を
主
題
と
し
た
袋
践
の
仕
方
は
、
こ
れ
ま
た
、
鳳
風
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堂
を
想
は
し
め
る
に
充
分
な
傑
件
を
具
備
し
て
ゐ
る
も
の
と
一
式
ヘ
ょ
う
。

そ
れ
で
透
彫
り
で
な
く
板
袋
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
費
用
の
問
題

に
依
る
の
か
、
竣
工
を
急
い
だ
鱈
め
か
、
或
は
技
術
的
問
題
に
依
る
か
、
そ

の
援
の
事
情
は
と
も
か
く
も
、
天
蓋
、
光
背
の
飛
天
光
、
本
隼
の
伏
目
で
あ
る

こ
と
と
相
侯
っ
て
一
一
肝
定
朝
仰
を
迫
摸
し
て
ゐ
る
様
相
が
分
る
の
で
あ
る
。

五

次
に
は
高
座
を
見
ょ
う
。

儀
軌
に
依
れ
ば
大
日
如
来
像
の
高
座
は
蓮
華
座
で
あ
る
。
然
る
に
金
剛
峯

寺
像
の
は
所
謂
裳
懸
座
で
あ
っ
て
蓮
華
座
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
震
言
密



教
の
根
本
体
で
あ
り
、
し
か
も
儀
軌
を
重
ん
ず
る
良
一
一
一
口
密
教
の
根
本
道
場
の

地
に
あ
る
だ
け
殊
更
に
異
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

座
の
型
か
ら
一
五
へ
ば
薬
師
寺
金
堂
薬
師
如
来
坐
像
の
裳
懸
座
の
如
き
四
角

形
の
も
の
で
は
な
く
、
八
角
形
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
八
角
形
は
正
入
角
形

で
は
な
く
、
正
面
背
面
に
首
る
部
分
は
二
尺
で
、
雨
側
聞
に
常
る
所
は
一
尺

六
寸
で
あ
っ
て
‘
こ
の
二
漣
に
績
い
て
ゐ
る
四
隅
に
営
る
部
分
は
各
々
一
尺

二
寸
五
分
の
長
さ
を
も
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
四
角
の
も
の
か
ら
そ
の
漣
を

載
り
取
っ
て
八
角
形
に
韓
化
し
た
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

今
度
は
こ
の
嘉
座
の
電
時
間
形
式
で
あ
る
が
、
金
剛
峯
寺
像
の
は
薬
師
寺
、

法
隆
寺
な
ど
の
も
の
に
H
Aる
如
き
簡
潔
な
車
厨
形
式
の
も
の
で
は
な
く
、
宣

字
形
に
加
へ
て
反
花
、
二
平
旦
一
程
と
い
ふ
荒
唐
か
ら
成
り
立
っ
て
ゐ
る
。
蚕
座

が
時
代
的
な
推
移
を
経
て
所
謂
九
重
座
と
い
ふ
諸
に
美
し
い
形
に
落
付
い
た

の
は
光
背
に
於
い
て
の
事
情
と
同
様
に
定
朝
に
於
い
て
で
あ
る
様
に
考
へ
ら

れ
て
来
る
と
、
斯
の
様
な
推
移
が
裳
懸
座
に
於
い
て
も
同
様
に
考
へ
得
ら
れ

る
こ
と
は
四
角
形
か
ら
八
角
形
へ
と
展
開
し
て
行
っ
た
こ
と
と
軌
を
一
に
し

て
ゐ
る
こ
と
L

思
ふ
。

斯
と
て
金
剛
峯
寺
像
の
芸
座
を
蓮
華
座
と
し
、
そ
れ
を
宜
居
形
式
に
依
っ

て
所
謂
九
重
座
で
表
は
し
た
方
が
儀
軌
に
も
合
ひ
、
時
代
的
な
趣
好
に
も
辿

は
し
い
の
に
、
殊
さ
ら
裳
懸
座
で
表
は
し
て
ゐ
る
こ
と
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。

そ
れ
に
就
い
て
は
裳
懸
座
の
様
相
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
三

つ
の
賠
で
闇
明
し
た
い
。

そ
の
一
つ
に
は
裳
の
懸
け
方
で
あ
る
。
金
剛
峯
寺
像
の
は
、
中
館
寺
一
宇

金
輪
仰
頂
坐
像
の
裳
の
如
く
、
仰
位
の
裳
が
垂
れ
て
墓
座
に
懸
っ
て
ゐ
る
も

の
で
は
な
い
。
寧
ろ
興
踊
寺
緯
迦
如
来
坐
像
の
裳
懸
座
と
同
一
で
、
蓋
座
の

裳
は
仰
睦
の
裳
と
は
別
に
、
懸
け
ら
れ
て
ゐ
る
形
式
の
も
の
で
あ
る
。

更
に
そ
の
二
つ
と
し
て
は
嘉
座
に
懸
っ
て
ゐ
る
裳
の
摺
紋
の
取
り
方
で
あ

る
。
金
剛
峯
寺
大
日
如
来
像
の
裳
は
車
的
に
一
一
一
口
ひ
表
は
せ
ば
重
品
目
複
雑
な
摺

紋
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
興
稲
寺
緯
迦
如
来
像
の
所
謂

Q
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装
飾
的
に
整
へ
ら
れ
て
ゐ
る
摺
紋
と
は
相
遺
し
て
居
る
も
の
を
云
ふ
。

然
し
此
庭
に
過
看
し
得
な
い
事ι貨
が
あ
る
。
そ
れ
は
此
の
大
日
如
来
の
脇

侍
と
し
て
阿
繭
陀
如
来
と
樫
迦
如
来
の
雨
像
が
現
存
し
て
ゐ
る
こ
と
は
前
述

し
た
が
、
こ
の
脇
侍
像
の
憂
座
も
本
命
保
と
同
様
に
裳
懸
座
で
あ
っ
て
、
そ

の
裳
の
懸
け
方
は
執
れ
も
木
曾
と
同
じ
形
式
で
あ
る
が
、
雨
像
に
見
る
棺
紋

が
重
親
さ
れ
る
。

印
ち
一
方
の
緯
迦
如
来
像
の
嘉
座
の
裳
に
於
け
る
摺
紋
は
重
品
目
複
雑
な
も

の
で
、
こ
れ
ば
木
曾
大
日
如
来
像
の
裳
に
見
る
も
の
共
の
億
で
あ
る
。
然
る

に
他
方
阿
繭
陀
如
来
像
に
見
る
摺
紋
は
装
飾
的
に
整
へ
ら
れ
て
居
る
も
の
で

正
し
く
興
一
間
寺
緯
迦
如
来
像
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。



そ
れ
故
に
此
の
金
剛
峯
寺
像
の
壁
紋
は
脇
侍
を
遁
し
て
興
福
寺
像
の
壁
紋

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
事
賓
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
の
三
つ
に
は
裳
懸
座
に
扶
坐
ナ
る
曾
像
に
関
し
て
で
あ
る
。
奈
良
の
地

に
遺
存
し
て
ゐ
る
も
の
は
額
放
寺
院
の
闘
係
上
金
剛
峯
寺
像
の
如
き
密
教
関

係
の
隼
像
は
少
な
い
が
、
裳
懸
座
は
各
時
代
を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
．

此
慮
に
表
現
上
の
停
統
が
可
な
り
に
強
く
保
持
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
と
に
か
く
此
等
の
三
つ
の
こ
と
か
ら
、
金
剛
峯
寺
像
の
裳
懸
座
は
少
く
と

も
俸
統
を
踏
襲
し
て
ゐ
る
も
の
で
、
興
一
隅
寺
紹
迦
如
来
像
の
も
の
に
脈
絡
が

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

_._ 
ノ、

斯
く
の
如
く
、
四
簡
に
亙
っ
て
造
形
様
式
考
察
の
階
梯
と
な
る
依
按
を
抽

出
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
局
部
的
な
る
も
の
、
分
析
的
な
る
も
の
、

個
々
的
の
も
の
を
綜
合
し
て
相
関
越
せ
し
め
、
再
吟
味
す
れ
ば
ど
う
い
ふ
こ

と
に
な
ら
う
か
。

先
づ
課
題
の
第
一
は
仰
睦
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
場
合
安
養
院
像
を
翠
げ
、

こ
の
像
と
比
較
し
て
‘
雨
肱
の
張
り
が
減
じ
、
肩
巾
を
培
し
、
顎
下
か
ら
印

相
す
る
手
ま
で
の
敷
値
が
少
く
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
形
態
上
か
ら
考
察
す
れ
ば
肩
と
雨
腕
と
の
関
係
と
な
り
、
延
い
て
は

印
相
を
結
ぶ
雨
腕
の
位
置
に
ま
で
及
ん
で
来
る
。
そ
こ
で
金
剛
峯
寺
像
を
見

る
と
、
こ
の
像
で
は
雨
腕
を
左
右
一
杯
に
張
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
ょ
・
り
も
、
印

相
し
て
ゐ
る
手
を
上
に
翠
げ
る
こ
と
の
た
め
に
雨
腕
を
引
き
締
め
て
ゐ
る
の

で
あ
っ
て
‘
こ
れ
が
腕
張
り
の
数
値
を
減
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。

ま
た
腕
を
翠
げ
て
印
相
を
高
く
翠
げ
て
印
相
を
高
く
持
す
と
肩
に
も
力
が
加

は
り
、
そ
れ
を
表
は
ず
に
は
肩
巾
を
康
く
す
る
こ
と
が
好
結
果
と
な
る
。

そ
れ
で
金
剛
峯
寺
像
で
は
腕
並
び
に
印
相
す
る
手
に
力
の
表
現
を
求
め
て

ゐ
る
こ
と
が
分
り
‘
こ
の
こ
と
は
安
養
院
像
と
は
求
め
方
が
相
蓬
し
て
ゐ
る

こ
と
を
知
る
。
安
養
院
像
で
は
静
寂
相
に
住
し
て
、
力
の
表
現
と
い
ふ
も
の

を
一
切
排
除
し
、
蹴
賃
上
か
ら
来
る
整
然
さ
に
美
を
浮
き
出
し
て
ゐ
た
の
で

あ
る
。
従
っ
て
金
剛
峯
寺
像
で
は
幾
分
な
り
と
も
力
の
表
現
を
求
め
て
ゐ
る -82-

た
め
に
、
比
率
上
の
整
然
さ
を
も
破
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の

で
あ
っ
て
．
此
の
特
徴
は
木
俊
の
相
貌
の
表
現
に
も
開
通
し
て
行
く
の
で
あ

る
。そ

こ
で
相
貌
で
あ
る
が
、
金
剛
峯
寺
像
の
目
鼻
だ
ち
の
数
値
が
安
養
院
像

に
較
べ
て
整
然
さ
を
敏
い
て
ゐ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
鼻
が
小
さ
く
な
り
‘

目
鼻
だ
ち
の
配
置
が
顔
面
の
中
心
に
集
中
さ
れ
て
ゐ
る
関
係
が
見
ら
れ
た
の

で
あ
る
。



こ
の
こ
と
は
安
養
院
像
で
は
目
、
鼻
、
口
の
各
々
が
顔
面
構
成
上
均
分
に

配
さ
れ
て
特
に
目
立
つ
も
の
、
主
導
的
な
役
割
に
立
つ
も
の
を
避
け
、
そ
の

意
味
で
仰
の
静
寂
と
い
ふ
眼
目
を
達
し
、
聞
置
上
か
ら
は
成
い
範
囲
に
分
散

さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
鈎
し
て
金
側
峯
寺
像
で
は
伏
目
を
中
心
と
し
て
、
他
の
諸
器
官
は

こ
の
目
的
に
副
ふ
た
め
に
、
顔
面
の
中
心
に
集
め
ら
れ
て
ゐ
る
配
置
で
あ
る
。

印
ち
目
と
目
の
距
離
も
近
い
し
、
鼻
の
長
さ
も
短
く
、
鼻
と
口
と
の
聞
も
狭

め
ら
れ
て
ゐ
て
、
目
鼻
だ
ち
が
相
接
近
し
て
ゐ
る
丈
け
に
相
互
の
機
能
闘
係

も
緊
密
の
度
を
加
へ
る
こ
と
に
な
り
、
静
的
顔
面
そ
の
も
の
の
表
は
れ
で
は

な
く
動
的
顔
面
の
現
は
れ
を
見
得
る
の
で
あ
っ
て
、
其
慮
に
は
表
情
を
も
含

め
た
生
気
あ
る
相
貌
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
斯
く
て
こ
の
目
の
働
ら
き

に
木
曾
と
拝
者
と
の
聞
に
結
ぼ
れ
る
本
願
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

註
6

こ
の
相
貌
の
生
気
は
国
成
寺
大
日
如
来
像
で
は
、
積
極
的
な
力
の
表
現
に

ま
で
止
揚
せ
ら
れ
、
同
想
的
な
力
に
換
一
冗
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る

が
、
金
剛
峯
寺
像
で
は
固
成
寺
像
の
如
く
に
ま
で
止
揚
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、

其
慮
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
見
逃
し
得
な
い
酷
で
あ
る
。

第
二
に
は
形
態
上
の
観
察
か
ら
仰
躍
は
像
全
位
の
簡
潔
な
纏
ま
り
方
、
同

趣
の
固
味
を
基
調
と
し
て
形
態
を
統
一
し
て
ゐ
る
賄
、
着
衣
の
纏
ひ
方
及
ぴ

監
法
の
表
は
し
方
な
ど
定
朝
仰
に
見
る
も
の
と
同
越
の
こ
と
、
定
朝
仰
の
中 植

的
形
式
と
考
へ
ら
れ
る
伏
目
の
相
の
こ
と
、
技
巧
の
洗
練
さ
れ
て
ゐ
る
こ

と
な
ど
執
れ
も
定
朝
仰
を
縫
承
し
て
ゐ
る
有
様
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
と
し
て
光
背
及
ぴ
天
蓋
の
形
式
を
見
、
そ
れ
に
依
っ
て
毎
々
定
朝
様

式
に
結
び
つ
い
て
行
く
径
路
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
に
は
墨
座
を
見
、
一
方
に
は
そ
の
貫
瞬
間
形
式
を
採
用
し
て
ゐ
る
黙
に

定
朝
と
の
闘
辿
を
認
め
、
他
方
に
は
裳
懸
座
の
形
式
並
ぴ
に
そ
の
事

4

座
に
懸

る
摺
紋
闘
係
か
ら
は
興
踊
寺
緯
迦
如
来
坐
像
と
の
結
ぴ
付
き
が
考
へ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

斯
く
の
如
く
指
摘
し
て
来
た
も
の
を
綜
合
し
て
弐
の
如
き
こ
と
が
言
へ
よ
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う

註
7

金
剛
峯
寺
俊
は
中
央
様
式
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
僚
は
「
被
寓
定
朝
治

仰
」
を
総
承
し
て
居
り
、
固
抵
で
あ
る
仰
師
同
信
の
作
と
考
へ
ら
れ
る
安
養

寺
保
と
は
明
瞭
に
相
蓮
し
、
興
一
隅
寺
稗
迦
如
来
像
、
固
成
寺
大
日
如
来
像
な

ど
地
域
的
に
は
商
都
闘
係
諸
仰
と
結
ぼ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。

七

撚
っ
て
今
度
は
文
献
上
か
ら
見
ょ
う
。

高
野
山
闘
係
の
文
献
に
は
此
等
の
二
一
盆
を
安
置
し
て
居
た
奮
大
日
堂
に
闘



し
て
は
少
く
と
も
二
説
の
依
擦
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

郎
ち
一
つ
は
高
野
山
通
念
集
に
云
ふ
も
の
で
、
谷
上
の
係
、
大
日
堂
に
は

弐
の
知
く
見
え
る
。

此
堂
は
長
一
五
年
中
（
一
、
O
二
入
ー
一
、
O
三
六
）
御
一
係
院
の
御
願
、

七
堂
伽
藍
草
創
の
一
宇
、
本
金
大
日
如
来
の
五
仰
を
安
す
る
故
に
金
剛

心
院
と
披
ナ
。
寛
徳
年
中
（
一
、
。
四
四l

一
、
O
四
五
）
の
同
械
に

荒
涼
の
地
と
な
り
、
美
一
帽
門
院
、
蛮
地
の
震
場
な
る
を
聞
し
召
さ
れ
、

伽
藍
悉
く
再
興
し
た
が
、
共
の
後
叉
災
に
かL
り
、
此
堂
の
み
存
ナ
。

此
の
記
載
に
依
る
と
奮
大
日
堂
本
曾
は
美
一
隅
門
院
の
御
願
に
成
り
、
金
剛
心

院
の
七
堂
伽
藍
中
残
存
の
一
宇
の
像
と
拝
察
す
る
も
の
で
あ
る
ロ

他
の
一
つ
は
高
野
春
秋
編
年
輯
銭
に
故
凡
ず
る
も
の
で
あ
る
。
同
古
第
六

ヰ
位
。
。

天
養
一
克
甲
子
二
月
十
五
日
の
僚
に

宇
治
丸
山
迫
殿
下
忠
武
公
御
登
山
。

の
．
こ
と
が
見
え
‘
久
安
三
年
の
僚
に
は

谷
上
金
剛
心
院
及
南
北
二
塔
。
険
乎
大
成
実
。
露
崎
町
一
位
一
治
臥
糊
槻
一
弘
鍛

造
四
年
而
成
就
回
堪
来
年
頼
長

公
御
登
山
田
純
落
慶
之
起
本
也

と
あ
り
、
更
に
久
安
四
年
三
月
十
四
日
の
僚
に
は
、

内
大
臣
頼
長
会
御
登
山
奉
局
宇
治
→
人
道
殿
下
塔
院
落
慶
。
大
導
師
検
校

琳
賢
師

内
府
御
着
座

挽
給
華
額
於
令
問H
JL' 

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
此
等
の
記
事
ば
如
何
に
も
高
額
者
の
登
山
と
い
ふ
こ

と
を
強
調
し
て
ゐ
る
如
、
ぎ
書
き
振
り
と
は
云
へ
、
宇
治
丸
山
迅
御
願
落
慶
に
依

る
も
の
と
察
せ
ら
れ
、
明
治
四
十
四
年
編
纂
の
紀
伊
績
風
土
記
で
は
此
の
説

を
引
用
し
て
ゐ
る
。

然
る
に
高
野
山
通
念
集
も
高
野
春
秋
編
年
瞬
銭
も
共
に
元
政
年
間
（
一
、

六
八
八
l

一
、
七
O
三
）
の
結
集
で
あ
っ
て
、
雨
書
結
集
の
年
月
の
開
含
は

十
年
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
あ
る
の
に
拾
録
さ
れ
て
ゐ
る
史
賓

と
結
集
ま
で
の
聞
は
五
百
年
以
上
も
離
れ
て
ゐ
る
。
故
に
編
纂
一
が
前
だ
か
ら

と
い
ふ
瑚
巾
の
み
で
信
を
置
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
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ま
た
拾
録
さ
れ
て
ゐ
る
事
貨
に
就
い
て
見
る
に
、
高
野
山
活
念
集
に
一
五
ふ

御
願
美
嗣
門
院
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
、
久
安
五
年
（
一
、
一
四
九
）
に
院
挽

を
賜
り
、
永A

腎
元
年
（
一
、
一
六
O
）
に
崩
御
ま
し
ま
せ
る
が
、
深
く
仰
法

に
蹄
依
し
給
ひ
、
治
土
寸
告
塔
治
仰
に
は
一
方
な
ら
ぬ
御
国
慮
を
賜
っ
た
こ
と

は
文
献
の
記
裁
に
依
っ
て
拝
察
さ
れ
る
。
殊
に
高
野
山
に
は
金
氾
一
切
経
を

納
め
ら
れ
、
荒
川
純
臓
を
御
寄
進
に
な
ら
れ
、
ま
た
菩
提
心
院
を
建
立
せ
ら

れ
て
居
る
と
侍
へ
ら
れ
、
常
時
の
仰
教
文
化
保
持
者
と
し
て
重
要
な
位
置
を

占
め
ら
れ
る
方
で
あ
る
。

更
に
ま
た
高
野
春
秋
所
記
の
入
道
忠
貨
は
保
延
六
年
（
一
、一四O
）
の

出
家
で
、
久
寄
二
年
（
一
、一
五
五
）
に
義
去
さ
れ
居
り
、
殊
さ
ら
出
家
の



後
は
寺
院
堂
搭
悌
像
の
遺
顕
に
闘
し
て
多
大
の
効
試
を
お
し
て
回
る
こ
と
が

諸
吉
に
見
え
、
従
っ
て
併
殺
文
化
保
持
者
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
一
人
で
あ
る
。

斯
く
し
て
雨
書
に
見
え
る
史
官
の
内
容
は
殆
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
居
り

執
れ
の
記
載
を
依
披
と
し
て
も
金
剛
峯
寺
大
日
如
来
一
像
は
造
形
上
の
考
察
と

相
侯
っ
て
、
保
延
年
聞
か
ら
久
存
年
間
に
至
る
時
代
の
様
式
をH
Aる
の
に
は

都
合
の
い
い
例
詮
と
な
ら
う
。

さ
て
藤
原
時
代
の
遺
像
界
に
於
い
て
、
木
願
者
印
ち
伸
哉
’
文
化
保
持
者
の

相
違
は
体
数
文
化
保
持
者
と
仰
師
と
の
闘
係
が
顧
ほ
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る

か
ら
、
時
代
様
式
の
施
時
で
調
ょ
う
と
す
る
概
念
的
考
察
の
械
を
脱
し
て
も

う
一
歩
考
へ
を
進
め
て
見
た
い
。

然
し
、
質
際
問
題
と
し
て
、
文
献
上
の
記
載
が
築
山
制
さ
れ
て
も
、
保
持
者

と
仰
師
と
が
判
然
と
知
ら
れ
る
治
品
が
砂
く
、
文
献
上
か
ら
仰
師
が
知
れ
て

も
遺
品
を
識
別
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
遺
品
に
就
い
て
作
者
を
知
る
こ

と
も
藤
原
時
代
の
中
央
様
式
の
も
の
で
は
難
し
い
の
で
あ
る
。

此
白
地
で
は
泣
品
に
看
取
さ
れ
る
詑
形
上
の
特
質
、
延
い
て
は
共
の
治
形
様

式
上
か
ら
文
献
を
客
観
繭
し
て
行
く
法
を
取
り
、
記
載
上
の
不
備
令
悶
明
に

し
、
記
録
上
の
事
貨
を
確
認
し
て
保
持
者
と
仰
師
と
泡
品
と
を
結
ぴ
た
い
。

回
顧
し
て
金
剛
峯
寺
像
に
就
い
て
は
、
こ
の
木
願
保
持
者
を
識
別
す
る
保

件
と
し
て
次
の
一
一
一
つ
の
も
の
が
刷
同
意
さ
れ
て
来
る
。

第
一
に
は
木
俊
は
宇
治
鳳
風
堂
の
定
朝
仰
を
思
慕
し
て
ゐ
た
こ
と
で
、
此

庭
に
木
願
者
と
仰
師
と
の
脇
力
的
な
美
の
追
求
が
考
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

第
二
に
は
木
僚
は
そ
の
脇
侍
の
裳
懸
座
の
形
式
、
並
び
に
そ
の
摺
紋
の
表

は
れ
に
依
っ
て
南
都
興
一
師
寺
の
も
の
と
直
接
に
結
び
得
た
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
は
、
設
立
年
代
の
相
近
い
安
養
院
大
日
如
来
像
を
封
照
し
て
来
た

こ
と
で
、
安
一
議
院
像
は
京
都
の
仰
所
関
係
の
も
の
で
仰
師
闘
信
の
手
に
成
る

も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
限
り
、
余
剛
峯
十
子
像
は
造
形
様
式
が
こ
れ
と

異
に
し
て
居
て
、
興
一
間
寺
と
の
結
か
託
、
ぎ
か
ら
南
部
関
係
の
も
の
と
思
は
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
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期
の
結
山
末
、
宇
一
綜
合
す
れ
ば
、
平
等
院
に
関
係
が
深
く
、
且
つ
南
都
の
仰
師
と

因
縁
関
係
が
深
い4人
道
忠
貨
が
木
願
者
と
し
て
思
考
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

入

然
ら
ば
仰
教
文
化
保
持
者
と
し
て
入
選
忠
貨
が
高
野
山
闘
係
を
中
心
と
し

て
治
像
に
関
係
し
て
ゐ
る
事
跡
は
ど
う
か
。

藤
原
師
惑
の
長
子
、
宮
家
版
闘
白
忠
白
、
印
ち
前
大
相
同
比
、
百
錬
抄
第

六
、
崇
徳
天
阜
保
延
六
年
十
月
二
日
の
僚
に
、
平
等
院
に
於
い
て
出
家
し
て

居
る
。
極
め
て
華
や
か
な
儀
式
は
中
外
抄
の
記
載
に
で
も
分
り
、
品
品
卑
分
版

に
は
同
盟
と
い
ふ
掠
も
具
え
る
。



共
の
出
家
し
て
二
年
後
の
康
治
元
年
（
一
、
一
四
二
）
五
月
十
二
日
に
は

叡
山
に
登
り
、
時
を
同
じ
う
し
て
東
大
寺
に
戒
噴
受
戒
し
、
同
年
の
六
月
二

十
九
日
に
は
外
記
日
記
に
依
れ
ば
宇
治
に
新
堂
を
建
て
L

ゐ
る
。

於
宇
治
小
松
川
阪
北
漣
建
立
新
堂
、

是
日
→
ヘ
道
大
相
閥
、

今
日
有
供
養

（
中
略
）
、
有
勧
賞
井
赦
人
々
、
従
四
位
上
平
知
信
（
中
略
）
、
炉
問
剛
山
広
川
崎

康
助
迫
可
申
請
工
給
一
階
（
下
略
）
、

，
そ
の
翌
年
九
月
に
は
四
天
王
寺
に
詣
L

・
コ
一
年
後
の
天
養
元
年
二
月
十
五

日
に
高
野
山
に
登
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
出
家
後
五
年
目
で
あ
る
が
、
こ
の
高

野
登
山
は
此
の
時
が
始
め
て
で
は
な
く
、
長
承
一
克
年
（
一
、

十
七
日
、
鳥
羽
院
高
野
御
幸
に
供
奉
と
し
て
登
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
此
度
の

登
山
は
躍
に
仰
家
の
身
と
し
て
信
仰
上
の
露
場
を
－
訪
れ
た
と
い
ふ
よ
り
も
何

一
一
一
二
一
）
十
月

か
他
の
目
的
が
あ
っ
た
か
と
察
せ
ら
れ
る
。

然
し
高
野
春
秋
編
年
輯
銭
の
記
載
は
入
選
前
相
闘
の
胸
の
一
物
に
は
鰯
れ

一
七
日
間
奥
院
に
参
籍
し
、
先
格
に
準
じ
て
導
師
検
校
琳
賢
に

て
ゐ
な
い
、

依
る
法
曾
を
管
み
下
山
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

そ
の
聞
に
堂
塔
建
立
の
議
の
こ
と
も
、
仰
像
に
闘
す
る
御
衣
木
加
地
の
こ

と
も
、
堂
塔
斧
入
始
め
の
こ
と
も
記
載
に
は
見
え
な
い
が
、
久
安
三
年
十
一

月
に
は
前
後
四
年
を
要
し
て
金
剛
心
院
の
落
慶
供
養
の
こ
と
が
あ
る
の
だ
か

ち
‘
こ
の
登
山
の
機
曾
に
建
立
の
議
が
匙
め
ら
れ
た
こ
と
ム
忠
ふ
。

然
か
も
此
の
堂
塔
建
造
中
に
は
入
選
忠
貨
の
登
山
は
な
く
、
久
安
四
年

（
一
、
一
四
八
）
一
一
一
月
十
四
日
の
落
慶
供
養
の
際
で
す
ら
、
そ
の
子
内
大
臣
頼

長
朝
臣
を
代
参
せ
し
め
て
ゐ
る
程
で
あ
る
。

高
野
山
の
堂
塔
が
出
来
て
か
ら
七
年
後
の
久
毒
二
年
（
一
、

二
月
に
‘
入
道
忠
貨
は
義
去
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
年
の
二
月
二
十
七
日
に
兵

一
五
五
）
十

範
記
の
記
載
す
る
所
に
依
れ
ば
、

被
供
養
安
柴
誇
院
中
不
動
明
王
堂
、
宇
治
入
選
殿
篤
鳥
羽
安
鎖
、
去
年

十
月
始
土
木
事
、
御
所
東
庭
建
立
一
間
四
国
槍
皮
葺
白
作
御
堂
、
奉
居

宇
丈
六
不
動
明
王
俊
一
睦
居
像
、
二
一
尺
二
童
子
、
二
尺
五
寸
五
部
夜
叉

等
像
、
一
一
一
尺
五
寸
鹿
忠
一
蹴
．
各
一
位
‘
件
御
仰
等
、
母
屋
増
一
中
皆
北
向

奉
居
之
、
康
助
法
橋
奉
治
之
（
下
略
）
、
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と
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
悌
教
文
化
保
持
者
と
し
て
の
入
道

忠
貨
は
出
家
後
、
そ
の
死
に
至
る
ま
で
遺
寺
遺
仰
に
貢
献
し
た
こ
と
を
知
り
、

此
等
の
記
載
上
か
ら
ゆ
くhり
な
く
も
仰
師
康
助
を
得
る
こ
とL
な
っ
た
の
で

あ
る
。

九

然
ら
ば
仰
師
康
助
は
入
道
忠ι買
と
如
何
な
る
肉
縁
関
係
が
見
ら
れ
る
で
あ

ら
う
か
。



註
9

康
助
は
豪
助
と
同
一
人
ら
し
く
、
借
綱
補
任
の
保
安
二
年
（
一
、

一
一
一
一、、，〆

に
は
法
橋
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
誼
像
活
動
は
既
に
そ
れ
以
前
か
ら
始
め
ら

れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
右
記
の
大
治
四
年
（
一
、一
二
九
）
八
月

十
六
日
の
僚
に

召
南
京
仰
師
豪
助
法
橋
、
仰
丈
六
仰
事
、
令
取
奮
仰
寸
法
也
、
是
己
講

依
司
奉
作
召
豪
助
也
‘
豪
助
庭
前
上
洛
、
只
今
所
下
向
、
未
時
参
宮
家

殴
、
心
閑
申
承
世
間
事
（
下
略
）
、

と
見
え
、
南
京
か
ら
己
講
鶴
見
心
が
奉
る
可
き
仰
の
用
命
で
宮
家
殿
藤
原
忠
貨

の
邸
へ
参
っ
た
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
。
覧
心
は
顕
密
両
教
に
通
じ
た
高
僧
で

興
一
帽
寺
の
裏
に
常
喜
院
を
建
て
、
班
旧
を
購
ひ
、
俊
彦
を
召
き
、
興
律
に
力

め
た
大
徳
で
あ
っ
た
か
ら
、
康
助
を
御
願
仰
の
蓬
顕
へ
紹
介
の
勢
を
取
る
に

充
分
な
地
位
に
あ
っ
た
。

同
年
十
一
月
十
一
日
の
僚
に
仰
師
長
国
が
興
繭
寺
大
仰
師
職
（
中
右
記
）
、

山
階
寺
大
仰
師
職
（
長
秋
記
）
を
所
望
し
た
と
い
ふ
事
件
が
起
る
。
郎
ち
京

都
の
仰
所
が
興
一
附
寺
関
係
に
そ
の
勢
力
を
伸
ば
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
此
の

時
興
一
服
寺
側
で
は
院
宣
と
は
云
へ
、
「
仰
師
長
国
非
興
一
服
寺
人
也
、
昔
定
朝

被
L
V成
－
－
寺
別
掛
田
町
依
皇
内
局
『
｝
木
寺
僧
－
也
（
中
右
記
）
」
と
て
大
衆
が
激
怒
し
、

此
の
事
件
の
篤
に
山
階
寺
別
常
で
、
興
一
隅
寺
別
営
、
一
乗
院
別
首
を
兼
務
し

て
居
た
玄
覧
は
解
職
と
な
り
、
山
階
寺
己
詰
質
審
も
一
公
職
を
停
め
ら
れ
た
が
、 長

国
の
所
望
は
議
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
玄
脇
島
は
入
選
忠
賓

の
叔
父
に
首
る
ば
か
り
で
な
く
、
興
一
隅
寺
に
は
→
人
道
忠
賓
の
血
縁
が
居
り
、

し
か
も
要
職
を
占
め
て
ゐ
た
。
一
一
束
院
別
首
覧
英
は
忠
賞
の
息
で
あ
る
と
い

ひ
、
績
い
て
同
別
賞
と
な
っ
た
質
縫
は
孫
で
あ
り
、
鹿
島
安
、
曾
脇
島
、
費
削
観
な

ど
執
れ
も
血
縁
者
で
あ
る
。

翌
大
治
五
年
二
一
月
二
十
五
日
（
中
右
記
）
の
僚
に
は
、

今
日
、
日
野
新
堂
伸
奉
安
置
了
、
是
奈
良
己
講
仰
仰
師
康
助
法
橋
所
奉

迭
之
材
木
、
先
日
連
日
蓮
度
也
．
於
作
料
者
己
議
沙
汰
也
、
以
七
十
儀

人
人
夫
従
南
京
奉
滋
也
（
下
略
）

と
あ
り
、
藤
原
宗
忠
が
日
野
に
阿
禰
陀
堂
を
建
立
し
よ
う
と
す
る
時
、
奈
良

己
講
覧
樹
の
仰
で
、
康
助
法
橋
が
日
野
ヘ
七
十
飴
人
と
い
ふ
大
勢
で
材
木
を
- 87 ー

運
ぶ
様
が
分
る
。
こ
の
謹
仰
は
六
月
廿
四
日
に
供
養
し
て
居
る
が
、
此
慮
に

東
大
寺
東
南
院
の
質
樹
の
知
遇
を
得
て
ゐ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
費
樹
は

営
代
稀
に
見
る
顕
密
策
備
の
碩
阜
で
、
速
く
宋
朝
迄
も
名
麓
を
馳
せ
て
ゐ
る

高
徳
で
あ
る
。
掌
卑
分
脈
に
依
れ
ば
六
僚
右
大
臣
源
顛
房
の
息
で
あ
り
、
入

道
忠
貨
の
宗
一
一
帥
子
は
顕
房
の
女
で
あ
る
か
ら
入
痘
忠
貨
と
費
樹
と
は
義
兄
弟

の
仲
と
な
り
、
ま
た
藤
原
宗
忠
は
入
道
忠
貨
の
母
金
子
の
兄
弟
で
あ
る
か
ら

執
れ
も
血
縁
関
係
に
首
る
の
で
あ
る
。

次
に
長
秋
記
の
長
承
一
冗
年
（
一
、一
一
三
一
）
に
は
山
階
寺
援
助
が
薬
師
傍



十
二
紳
勝
を
院
に
治
活
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
同
記
の
長
承
三
年
（
一
、

三
四
）
八
月
廿
一
日
の
僚
に
は
家
成
朝
臣
が
八
僚
堀
川
堂
で
版
助
法
立
の
不

動
命
な
ど
四
位
を
見
て
ゐ
る
。

保
延
六
年
（
一
．
一
四
O
）
の
借
綱
初
任
に
は

法
橋
康
助
軒
町
内
計
約
一
一
線
棚

と
あ
っ
て
法
峡
に
井
叙
さ
れ
て
ゐ
る
。
保
安
二
年
に
法
印
同
勢
と
肩
を
並
べ

て
康
助
が
法
橋
に
叙
せ
ら
れ
て
ゐ
た
時
は
、
長
園
、
賢
園
、
院
免
の
諸
仰
師

は
法
橋
に
も
叙
せ
ら
れ
て
居
な
い
の
で
あ
る
が
、
共
の
後
十
年
を
経
て
天
一
求

元
年
（
一
、
一
三
一
）
の
借
綱
補
任
で
は
、
長
闘
が
法
肢
と
な
っ
て
康
助
の

法
橋
を
迫
ひ
越
し
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
翌
年
の
十
月
七
日
に
は
長

国
が
法
印
と
な
り
‘
賢
闘
が
法
眼
と
な
り
、
院
免
も
二
月
廿
八
日
に
法
肢
に

開
じ
℃
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
康
助
は
依
然
と
し
て
法
橋
で
あ
っ
た
が
‘
そ
れ

が
漸
く
に
し
て
法
肢
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
康
治
元
年
（
一
、一四
二
）
に

は
入
道
忠
武
木
願
の
小
松
殿
北
越
の
新
堂
諸
仰
を
治
山
制
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
頃
に
至
っ
て
入
選
忠
貨
と
仰
師
康
助
と
の
周
縁
闘
係
が
更
に
深
く

な
っ
た
こ
と
を
臥
見
え
る
。

康
治
元
年
の
後
僅
か
に
三
年
を
経
て
一
品
野
山
大
H

堂
の
治
仰
が
行
は
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

印
ち
久
安
四
年
の
落
慶
供
養
に
は
→
人
選
忠
貨
の
寵
愛
見
知
長
が
父
の
代
参

と
し
て
登
山
し
て
居
り
、
導
師
に
は
仁
和
寺
の
鶴
見
任
が
勤
め
て
ゐ
る
。

阿
見
任
は
→
へ
道
忠
山
立
が
東
大
寺
で
受
戒
の

A
M
H
式
の
際
に
も
役
僧
の
顔
縮
れ
に

そ
の
名
が
見
え
、
ま
し
て
初
例
抄
の
記
載
に
依
れ
ば
土
佐
守
盛
貨
の
男
と
あ

註
ω

る
。
頼
長
の
母
は
時
．
貨
の
女
で
あ
る
か
ら
、
提
任
は
頼
長
の
伯
父
に
営
り
、

血
縁
闘
係
も
深
い
の
で
あ
っ
て
、
愛
児
絹
長
の
血
縁
に
営
る
良
一
一
一
口
宗
の
高
借

を
配
し
た
底
に
、
父
入
道
忠
貨
の
そ
の
子
原
長
に
鈎
す
る
心
遣
り
が
分
る
。

久
安
三
年
は
忠
貨
の
七
十
の
賀
に
首
っ
て
居
り
、
入
選
忠
貨
が
大
規
模
の
遺

堂
に
際
し
、
仰
師
康
助
を
起
用
し
た
こ
と
は
、
疑
ふ
飴
地
の
な
い
こ
と
で
あ

り
、
此
庭
に
康
助
の
遺
作
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
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高
野
山
治
立
後
の
仁
平
一
一
一
年
（
一
、
一
五
一
一
一
）
七
月
七
日
の
兵
範
記
の
傑

に
は
高
陽
院
御
隙
御
仰
の
治
旧
制
の
こ
と
が
あ
り
、
一
両
陽
院
は
→
人
道
忠
貨
の
女

帥
子
に
あ
た
ら
せ
ら
れ
る
。
翌
仁
千
四
年
八
月
八
日
（
兵
範
記
）
に
は
鳥
羽

殿
新
御
堂
の
懇
迦
三
隼
を
治
則
樹
し
、
翌
日
の
勧
賞
に
は

法
橋
康
朝
鵬
…
剛
腕
鞠

と
け
や
え
、
康
助
が
岐
に
老
境
の
械
に
注
し
て
ゐ
た
時
で
あ
ら
う
。

そ
し
て
共
の
翌
年
の
久
お
二
年
（
一
、
一
五
五
）
の
二
月
に
は
入
道
忠
貨

御
願
仰
の
安
柴
寺
院
不
動
明
王
像
な
ど
を
遣
期
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
此

の
十
二
月
に
ス
道
忠
貨
が
亮
去
す
る
ま
で
仰
教
文
化
保
持
者
と
し
て
彼
の
下

に
仰
師
康
助
が
遺
仰
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
閃
縁
闘
係
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



以
上
述
べ
来
っ
た
丈
け
で
遺
品
上
か
ら
仰
姉
康
助
の
良
作
と
す
る
に
は
向

充
分
で
あ
る
と
は
云
へ
な
い
。

然
し
仰
師
康
助
差
額
の
諸
仰
が
如
何
に
文
献
所
載
に
依
っ
て
知
る
こ
と
が

出
来
て
も
‘
果
し
て
そ
れ
等
に
該
常
ず
る
像
が
執
れ
で
あ
る
か
を
遺
品
上
か

ら
識
別
し
得
る
も
の
は
未
だ
に
接
し
て
居
な
い
し
、
仰
師
康
助
の
遺
作
と
い

ふ
も
の
は
皆
目
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
。

ま
た
→
ヘ
道
前
相
閥
忠
賓
が
本
願
し
て
札
叩
四
顧
さ
れ
た
仰
像
も
高
野
山
の
木
俊

以
外
に
は
全
く
手
懸
り
と
な
る
も
の
が
分
ら
な
く
な
っ
て
了
っ
て
ゐ
る
。

そ
れ
故
に
金
剛
峯
寺
大
日
如
何
像
が
果
し
て
仰
師
康
助
の
遺
品
で
あ
っ
て

も
彼
の
造
形
的
特
質
を
比
較
検
討
す
べ
き
遺
品
が
他
に
な
い
の
で
あ
る
。
期

く
て
こ
の
像
に
H
Aら
れ
る
特
質
は
康
助
の
作
風
土
示
す
も
の
で
あ
り
、
其
庭

に
康
助
の
札
造
形
形
式
を
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
以
外
に
、
手
懸
り
は
な
い
の

で
あ
る
。

十

最
後
に
彫
刻
史
上
こ
の
遺
品
の
も
つ
地
位
は
ど
う
か
。

藤
原
末
葉
の
大
治
年
聞
を
上
限
と
し
、
仁
平
年
聞
を
下
限
と
す
る
約
一
一
一
十

年
間
に
於
い
て
、
治
像
銘
に
依
っ
て
、
そ
の
製
作
年
代
が
知
ら
れ
で
も
、
中

央
様
式
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
そ
の
数
も
砂
く
、
仁
平
年
間
以
前
で
は
殆
ん ど

迫
営
な
例
に
之
し
い
の
で
あ
る
。

一
五
二
の
廷
像
銘
あ
る
長
岳
寺
阿
禰
陀
如
来
坐
像
は

金
剛
峯
寺
大
日
如
来
僚
の
脇
侍
阿
禰
陀
如
来
坐
像
と
比
較
封
照
す
る
に
は
使

仁
平
一
万
年
（
一
、

で
あ
る
が
、
木
曾
と
脇
侍
と
い
ふ
間
接
的
な
関
係
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

敢
て
掛
照
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

即
ち
像
全
躍
が
薄
手
な
迭
り
で
な
く
、
太
誼
り
と
な
っ
て
ゐ
て
安
底
感
に

官
ん
で
ゐ
る
こ
と
、
螺
髪
が
小
粒
で
あ
る
こ
と
が
相
似
て
ゐ
る
。

然
し
．
雨
像
は
一
時
頂
の
高
低
の
度
合
、
生
え
際
の
丸
味
そ
帯
び
て
ゐ
る
も
の

と
角
張
っ
て
ゐ
る
も
の
と
の
相
違
が
見
ら
れ
、
殊
に
長
岳
寺
像
で
は
衣
文
の- 89 ー

並
行
肢
に
寝
百
味
が
強
く
な
っ
て
ゐ
て
、
鎌
合
的
な
も
の
へ
の
勤
き
が
見
ら

れ
る
の
は
、
令
剛
峯
土
寸
阿
蹴
陀
如
来
僚
の
方
が
年
代
が
古
い
丈
け
に
古
い
様

相
に
あ
る
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
。

金
剛
峯
寺
阿
繭
陀
如
来
像
の
衣
紋
の
接
摺
は
此
れ
と
酷
似
す
る
も
の
と
し

て
伊
豆
の
願
成
就
院
の
本
命
阿
禰
陀
如
来
像
を
翠
げ
得
る
。
願
成
就
院
像
は

運
慶
と
結
び
付
け
て
考
へ
ら
れ
る
丈
け
に
、
国
成
寺
大
日
如
来
像
と
の
様
式

関
係
が
裏
づ
け
ら
れ
て
来
る
こ
と
に
も
な
る
。

金
剛
峯
寺
大
日
如
来
像
は
本
章
性
宇
一
表
は
ナ
の
に
立
控
感
を
強
く
把
持
す

る
こ
と
に
依
っ
て
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
木
曾
性
の
静
寂
相
と
い
ふ
一
つ
の

理
念
の
下
に
各
遺
形
要
素
を
同
じ
方
向
に
指
示
せ
し
め
て
伏
目
と
い
ふ
特
徴



あ
る
様
相
で
統
一
し
て
ゐ
る
む

こ
の
求
め
方
は
運
慶
の
闘
成
寺
大
日
如
来
坐
像
に
見
る
も
の
と
軌
を
一
に

し
て
居
り
、
同
様
に
嬰
術
的
に
も
優
れ
、
仰
師
の
手
腕
も
分
る
の
で
あ
る
。

此
の
遣
り
方
は
安
議
院
大
日
如
来
像
の
知
く
、
静
寂
相
を
表
は
ず
の
に
、
観

質
的
に
優
美
な
も
の
を
洗
練
し
て
、
い
は
ば
絢
霊
的
に
均
衡
整
美
し
て
構
成

し
て
ゐ
る
の
と
は
明
瞭
に
相
蓮
し
て
ゐ
る
。

そ
し
て
令
剛
峯
寺
像
で
は
、
そ
の
構
成
す
る
各
要
素
が
総
べ
て
藤
原
的
な

も
の
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
運
慶
の
大
日
如
来
像
の
如
く
に
藤
原
的
な
る
も
の

L

中
に
鎌
倉
的
な
る
も
の
が
伍
胎
し
つL
あ
っ
た
の
と
は
相
蓮
し
て
居
る
。

そ
れ
故
金
剛
峯
寺
像
は
固
成
寺
像
の
一
段
階
前
の
様
相
を
示
し
て
ゐ
る
も

註
U

の
で
、
久
安
三
年
治
立
で
あ
る
か
ら
大
仰
師
康
助
が
主
宰
の
下
に
成
さ
れ
た

と
い
ふ
こ
と
は
、
康
助
、
運
鹿
と
仰
所
に
享
け
た
精
紳
が
活
形
上
に
現
は
れ

た
庭
の
徴
候
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

斯
く
て
定
朝
を
飽
く
ま
で
追
求
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
康
助
の
作
風
は
、
そ

れ
が
ま
た
運
慶
に
速
な
る
の
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
彫
刻
史
上
に
於
い
て
定
朝

と
運
慶
と
を
結
ぶ
模
と
し
て
、
軍
要
な
る
意
義
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

天
喜
年
間
の
藤
原
頼
過
は
大
仰
師
定
朝
を
得
て
宇
治
鳳
周
堂
に
そ
の
美
を

停
へ
て
居
り
、
然
し
て
頼
遁
の
嫡
曾
孫
で
あ
る
入
選
忠
買
は
こ
れ
ま
た
定
朝

門
の
嫡
曾
孫
に
常
る
一
一
一
代
後
の
大
仰
師
康
助
を
得
て
、
高
野
山
の
地
に
久
安

の
美
を
再
現
し
た
の
で
あ
る
σ

遺
品
上
か
ら
識
別
し
得
ら
れ
た
も
の
が
文
献
上
か
ら
指
摘
せ
ら
れ
た
事
賓

と
相
侯
っ
て
、
金
剛
峯
寺
大
日
如
来
像
は
大
仰
師
康
助
の
作
と
考
へ
ら
れ
る

唯
一
の
遺
品
と
忠
ふ
も
の
で
あ
る
。

此
心
一
尊
名
に
就
い
て
は
具
説
を
も
つ
も
り
で
あ
る
が
従
来
。
命
名
に
従
づ
て
居

紀
伊
績
風
土
記
で
は
五
尺
三
寸
二
分
と
い
ひ
、
金
剛
峯
寺
調
査
鯨
で
は
四
尺
五
寸

と
報
じ
て
ゐ
る
が
と
れ
は
余
の
貫
測
に
掠
る
。

拙
稿
、
安
養
院
大
日
如
来
坐
傑
考
、
昭
和
十
七
年
十
一
月
三
国
文
串
美
術
特
輯

披
所
載
参
照
。

細
か
い
寸
法
は
省
略
ナ
る

安
養
院
保
？
と
共
に
高
野
山
上
の
同
様
式
の
大
日
如
来
像
で
あ
る
。

拙
稿
、
荷
部
心
院
阿
調
陀
如
来
立
像
考
、
昭
和
十
六
年
十
月
三
回
文
串
美
術
特
輯

参
照
。

中
右
記
、
兵
範
記
、
中
草
寺
文
書
な
ど
に
散
見
し
て
ゐ
る
。

高
野
山
興
廃
記
、
天
養
元
年
二
月
五
日
宇
治
入
遺
殿
下
御
参
簡
の
記
載
あ
り
。

興
幅
寺
本
に
撮
る
。

盟
百
任
は
血
寛
仁
左
同
一
人
ら
し
く
、
式
部
家
能
の
子
ハ
一
説
内
大
臣
賞
能
の
子
〕
と

も
い
ふ
。
家
能
は
嘉
一
二
年
に
亮
じ
て
居
り
樫
任
は
久
安
年
代
の
人
で
あ
る
か
ら

家
能
。
子
と
い
ふ
と
と
は
な
い
。
ま
た
買
能
。
子
’
と
す
れ
ば
買
能
は
保
元
二
年
六

十
二
歳
で
嘉
じ
て
ゐ
る
か
ら
畳
任
よ
り
も
若
く
子
と
い
ふ
と
と
は
な
い
。
或
は
異

母
兄
か
も
知
れ
な
い
。
買
能
。
室
は
宗
忠
ο
女
で
、
宗
忠
ο
女
が
左
大
臣
頼
長
。

室
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
新
長
と
関
係
が
あ
っ
た
と
と
え
岡
山
ふ
。

康
朝
は
彼
ο
下
に
働
い
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
。
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