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「
河
東
」の
地
に
住
む
人
々

─
佐
々
木
導
誉
と
是
法
法
師

小
川
　
剛
生

一

　

建
武
三
年
︵
一
三
三
六
︶
正
月
︑
足
利
尊
氏
は
︑
謀
叛
を
決
意
し
て
上
洛
︑
鴨
川
の
東
岸
に
陣
を
置
き
︑
洛
中
を
覗
っ
た
︒
そ
の
数
八
十
万
騎

と
い
う
︒
太
平
記
︵
以
下
︑
引
用
は
神
宮
徴
古
館
本
に
よ
る
︶
巻
十
五
に
﹁
上
は
河タ
ヽ
ス
ノ合森

︑
下
は
七
条
河
原
ま
で
︑
馬
の
三
頭
に
馬
を
打
懸
け
︑

鎧
の
袖
に
袖
を
重
ね
て
︑
東
西
南
北
四
十
四
町
が
間
︵
天
正
本
は
﹁
東
西
三
町
︑
南
北
五
十
町
﹂
と
す
る
︶︑
立ル
レ
錐キ
リ
ヲ許

の
地
も
不
レ
見
︑
身
を
崎そ
ば
め

て
打
囲
み
た
り
﹂
と
あ
る
︒
新
田
義
貞
の
奇
襲
に
よ
り
尊
氏
の
大
軍
は
同
士
討
ち
の
混
乱
に
陥
り
︑
敗
走
す
る
︒

　

白
河
・
祇
園
・
清
水
・
今
熊
野
に
わ
た
る
︑
こ
の
鴨
川
東
岸
の
一
帯
を
﹁
河
東
﹂
と
称
す
る
︒
も
と
も
と
洛
中
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
︒
既
に

指
摘
が
あ
る
通
り
︑
東
山
か
ら
の
眺
望
は
古
く
か
ら
詩
人
・
歌
人
に
愛
さ
れ
た
一
方
で
︑
こ
の
地
域
は
鎌
倉
時
代
に
は
新
た
な
政
治
・
経
済
活
動

の
拠
点
と
し
て
目
覚
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
た
︒
祇
園
社
近
辺
は
酒
屋
・
土
倉
が
軒
を
連
ね
︑
繁
華
を
誇
っ
た
︒
三
条
以
南
・
五
条
以
北
は
社
領
と

さ
れ
︑
本
寺
延
暦
寺
の
支
配
が
強
く
及
ん
だ
が
︑
公
武
政
権
も
土
倉
へ
の
課
役
に
執
心
し
た
︒
さ
ら
に
六
条
大
路
の
末
の
六
波
羅
に
平
氏
が
邸
宅

を
構
え
る
と
︑
こ
の
地
域
は
﹁
武
家
政
権
の
本
拠
地
﹂
と
も
認
め
ら
れ
︑
続
い
て
鎌
倉
幕
府
が
探
題
府
を
設
置
す
る
と
︑
そ
の
領
域
は
拡
大
し
︑
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南
は
七
条
に
接
し
︑
北
は
五
条
に
及
ん
だ（

（
（

︒
既
に
鎌
倉
中
期
の
弘
安
九
年
︵
一
二
八
六
︶︑
祇
園
社
門
前
に
は
﹁
禅
律
僧
尼
・
念
仏
者
・
武
士
甲

乙
人
等
﹂
な
ど
の
住
居
が
密
集
し
て
い
た
︵
感
神
院
所
司
等
申
状
案（

（
（

︶︒
探
題
府
の
関
係
者
が
集
住
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
︑
非
山
門
系
の
僧

侶
・
商
人
の
住
域
も
膨
脹
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
一
帯
は
し
ば
し
ば
戦
場
と
な
っ
た
が
︑
そ
の
都
度
︑
復
興
す
る
経
済
的
な
底
力
も

有
し
て
い
た
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
婆
娑
羅
大
名
と
し
て
知
ら
れ
る
佐
々
木
導
誉
の
邸
宅
の
一
つ
が
︑
こ
の
地
の
中
心
部
に
あ
っ
た
こ
と
は
案
外
に
知
ら
れ
て
い
な

い
︒
本
稿
は
︑
近
年
の
中
世
都
市
研
究
の
成
果
に
も
学
び
︑
導
誉
と
そ
の
邸
を
提
供
し
た
是
法
な
る
人
物
に
注
目
し
︑
内
乱
期
に
於
け
る
こ
の
地

域
の
特
性
を
考
え
た
い
︒

二

　

康
安
元
年
︵
一
三
六
一
︶
冬
︑
足
利
義
詮
は
︑
執
事
細
川
清
氏
に
離
叛
さ
れ
︑
京
都
を
捨
て
て
逃
げ
出
し
︑
南
朝
が
つ
か
の
ま
の
京
都
恢
復

を
果
た
す
︒
こ
の
内
紛
の
原
因
を
作
っ
た
の
は
導
誉
で
あ
る
が
︑﹁
我
が
宿
所
え
は
定
め
て
さ
も
と
あ
る
大
将
を
入
れ
替
ら
ん
ず
ら
ん
﹂
と
考
え

て
︑
会
所
に
贅
を
尽
く
し
た
装
飾
を
施
し
︑
酒
肴
ま
で
用
意
し
て
︑
遁
世
者
を
留
め
置
い
て
退
去
し
た
︒
乗
り
込
ん
で
来
た
敵
将
楠
木
正
儀
は
こ

れ
に
感
じ
て
︑
邸
内
の
一
物
も
損
な
わ
ず
︑
や
が
て
戦
況
不
利
と
な
る
と
︑
こ
れ
を
上
回
る
座
敷
飾
り
を
残
し
て
退
去
し
た
︒
太
平
記
巻
三
十
六

に
見
え
る
こ
の
逸
話
︑
最
近
で
は
会
所
の
あ
り
さ
ま
を
具
体
的
に
描
写
し
た
史
料
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
が
︑
一
方
︑
逃
げ
去
っ
た
武
将
の

屋
敷
は
敵
方
に
接
収
さ
れ
︑
容
赦
な
く
略
奪
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

　

幕
府
揺
籃
期
︑
将
軍
さ
え
京
都
に
安
住
で
き
な
い
の
だ
か
ら
︑
他
人
の
邸
宅
を
借
用
し
て
住
む
方
が
賢
明
で
あ
る
︒
尊
氏
も
︑
本
邸
で
あ
る
土

御
門
東
洞
院
邸
に
は
余
り
長
く
は
住
め
ず
︑
東
山
常
在
光
院
・
洛
中
等
持
院
・
上
杉
朝
定
邸
・
二
条
為
定
邸
な
ど
を
転
々
と
し
て
い
る（

（
（

︒

　

そ
れ
で
は
︑
導
誉
邸
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
│
有
名
人
に
も
か
か
わ
ら
ず
分
明
で
は
な
い
︒
も
と
よ
り
一
箇
所
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
︑
祇

園
社
近
く
の
﹁
高
橋
屋
﹂
が
知
ら
れ
て
い
る
︒﹁
高
橋
﹂
は
祇
園
社
の
南
︑
東
大
路
と
建
仁
寺
の
間
の
地
域
に
在
り
︵
後
述
︶︑
東
山
か
ら
鴨
川
へ

と
西
流
す
る
渓
流
に
架
さ
れ
た
橋
に
因
む
か
︒
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こ
の
家
は
︑
是
法
と
い
う
僧
が
所
有
し
︑
導
誉
に
貸
し
て
い
た
︒
祇
園
執
行
日
記
︑
正
平
七
年
︵
一
三
五
二
︶
三
月
四
日
条
に
︑

一
︑
社
領
土
倉
注
進
状
︑
以
朝
乗
遣
大
判
事
章（
中
原
）興

許
︑
於
闕
所
屋
者
不
存
知
之
︑
至
佐
渡
判
官
入
道
道
誉
居
住
高
橋
屋
者
︑
本
主
是
法
管
領
歟
︑

と
あ
る
︒
こ
の
時
も
南
朝
が
京
都
を
恢
復
し
た
正
平
一
統
の
最
中
で
︑
導
誉
は
義
詮
に
従
っ
て
近
江
に
在
り
︑﹁
高
橋
屋
﹂
は
無
人
で
あ
っ
た
︒

南
朝
は
後
醍
醐
の
故
智
に
倣
っ
た
か
︑
京
都
の
商
人
の
把
握
に
乗
り
出
し
︑
そ
の
リ
ス
ト
を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
︒
か
ね
て
武
家
方

の
た
め
に
尽
力
し
て
い
た
執
行
顕
詮
も
︑
一
門
の
静
増
と
執
行
職
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
た
か
ら
︑
こ
れ
を
大
判
事
中
原
章
興
︵
南
朝
に
よ
っ
て

指
名
さ
れ
た
保
検
非
違
使
︶
に
提
出
し
た
の
が
右
の
記
事
で
あ
る
︒﹁
闕
所
の
屋
﹂︑
導
誉
の
住
ん
で
い
た
﹁
高
橋
屋
﹂
の
周
囲
に
も
土
倉
が
多
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
ち
ら
は
家
主
の
是
法
が
把
握
す
べ
し
︑
と
答
え
た
訳
で
あ
る
︒

　
﹁
高
橋
屋
﹂
は
か
な
り
広
大
で
あ
っ
た
よ
う
で
︑
こ
れ
よ
り
二
年
前
︑
高
師
冬
が
﹁
佐
々
木
源
三
判
官
秀
綱
宿
所
高
橋
﹂
か
ら
東
国
に
出
立
し
た

と
あ
る
︵
同
記
貞
和
六
年
正
月
三
日
︶
導
誉
の
息
秀
綱
も
居
を
構
え
て
い
た
︒
ま
た
正
平
一
統
の
破
綻
後
︑
導
誉
は
す
ぐ
高
橋
屋
に
戻
っ
た
ら
し

く
︑
洛
中
を
覗
う
足
利
義
詮
を
迎
え
よ
う
と
し
た
の
で
︵
同
記
観
応
三
年
四
月
四
日
条
︶︑
将
軍
の
御
座
所
と
し
て
の
使
用
に
も
堪
え
た
も
の
と

察
知
さ
れ
る
︒

三

　

是
法
は
し
ば
し
ば
﹁
高
橋
御
房
﹂
と
称
さ
れ
る
の
で
︑
是
法
の
宅
も
﹁
高
橋
﹂
に
在
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
元
徳
元
年
︵
一
三
二
九
︶

五
月
三
十
日
祇
園
執
行
顕
増
書
状
案（

（
（

に
よ
っ
て
鎌
倉
末
期
か
ら
既
に
こ
の
地
に
住
ん
で
い
た
と
分
か
る
︒
左
に
掲
げ
る
︒

﹁（
端
裏
書
）

遣
是
□（
法
）房

訴
状
案
︑
文
書
借
用
事
﹂

今
日
於
記
録
所
有
御
沙
汰
事
︑
波
々
伯
部
保
文
書
内
︑
承
徳
二
年
立
券
状
給
之
︑
御
沙
汰
以
後
可
返
進
之
候
︑
恐
々
謹
言
︑

　
　

五
嘉
暦
四月

卅
日　
　
　

顕
増
判

　

高
橋
御
房

　

文
中
の
波
々
伯
部
保
は
丹
波
国
多
紀
郡
︵
現
兵
庫
県
篠
山
市
宮
ノ
前
︶︑
い
わ
ゆ
る
祇
園
社
領
四
个
保
の
一
つ
で
あ
る
︒
し
か
る
に
鎌
倉
後
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期
︑
祇
園
執
行
の
間
で
保
司
職
が
分
割
相
続
さ
れ
︑
相
論
が
続
い
た
た
め
︑
朝
廷
の
記
録
所
で
審
理
さ
れ
た（

（
（

︒
そ
こ
で
当
事
者
の
一
人
顕
増
が
同

保
成
立
の
経
緯
を
明
記
し
た
立
券
状
を
必
要
と
し
た
が
︑
同
保
の
文
書
は
是
法
が
保
管
し
て
い
た
た
め
︑
一
時
的
に
立
券
状
を
借
り
出
し
た
の
で

あ
る
︒

　

こ
れ
は
︑
是
法
が
祇
園
社
に
代
わ
り
現
地
の
支
配
管
理
に
当
た
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
荘
園
代
官
請
負
﹂
を
生
業
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
説
明
が
つ

く
︒
当
時
の
代
官
請
負
は
ま
た
依
頼
主
に
金
子
の
融
資
を
行
い
︑
代
官
職
を
得
て
︑
現
地
に
お
け
る
年
貢
の
収
納
を
行
っ
て
投
資
を
回
収
し
て
い

た
と
さ
れ
る（

（
（

︒
当
然
土
倉
の
如
き
金
融
業
者
の
側
面
も
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
︒
現
に
森
茂
暁
氏
は
是
法
を
﹁
祇
園
社
の
支
配
に
属
す
る
土
倉
の
一

人
﹂
と
さ
れ
る（

（
（

︒

　

さ
ら
に
︑
祇
園
執
行
日
記
康
永
二
年
︵
一
三
四
三
︶
十
一
月
九
日
条
に
︑﹁
自
是
法
許
使
者
有
之
︑
三
ケ
南
庄
使
者
入
部
︑
高（
師
泰
）越

州
給
之
云
々
︑

可
尋
給
之
︑
可
申
和
田
江（
道
政
か
）

州
之
由
申
了
﹂
と
あ
る
︒
や
は
り
丹
波
国
多
紀
郡
に
あ
る
三
箇
南
荘
︵
現
・
三
田
市
母
子
︶
は
仁
和
寺
領
で
あ
る
が
︑

波
々
伯
部
保
よ
り
一
〇
キ
ロ
ほ
ど
の
距
離
に
あ
り
︑
あ
わ
せ
て
経
営
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
地
を
高
師
泰
が
拝
領
し
︑
そ
の
使
者

が
入
部
し
た
と
の
報
に
接
し
た
是
法
は
︑
幕
閣
に
パ
イ
プ
を
有
す
る
顕
詮
に
真
相
を
尋
ね
て
欲
し
い
と
依
頼
し
た
の
で
あ
る
︒

　

是
法
の
関
係
し
て
い
た
土
地
は
ま
だ
あ
る
︒
東
寺
領
と
し
て
知
ら
れ
る
法
性
寺
柳
原
敷
地
は
︑
九
条
坊
門
の
末
︑
大
和
大
路
西
側
に
位
置
す

る
︒
さ
ほ
ど
広
く
は
な
い
が
︑
屋
地
と
畠
が
あ
り
︑
住
民
か
ら
一
定
の
地
子
を
徴
収
で
き
た（

（
（

︒
こ
の
地
は
最
勝
光
院
の
旧
跡
︑
そ
の
南
西
隅
に
当

っ
た（

（
（

︒
建
春
門
院
の
御
願
寺
で
あ
る
最
勝
光
院
は
︑
嘉
禄
二
年
︵
一
二
二
六
︶
に
焼
亡
し
て
衰
微
︑
境
内
も
荒
蕪
地
と
な
っ
た
た
め
︑
住
民
が
勝

手
に
売
却
し
た
も
よ
う
で
︑
是
法
が
元
弘
年
間
︵
一
三
三
一
～
三
︶
に
買
得
し
た
︒
も
っ
と
も
前
所
有
者
は
迎
接
院
と
い
う
︑
祇
園
社
近
く
に
在

っ
た
尼
寺
ら
し
い（

（（
（

︒

　

さ
て
︑
冒
頭
に
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
建
武
三
年
正
月
︑
河
東
一
帯
が
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
際
に
︑
是
法
も
罹
災
し
︑
こ
の
地
の
﹁
手
継
証
文

等
券
契
﹂
も
失
わ
れ
た
︒
是
法
が
作
成
し
た
紛
失
状
に
﹁
今
年
正
月
十
七
日
世
上
動
乱
之
刻
︑
軍
勢
等
乱
入
寺
内
︑
打
破
寺
庫
︑
奪
取
仏
具
聖
教

以
下
資
財
雑
具
時
︑
同
令
紛
失
畢
﹂
と
あ
る（

（（
（

︒

　

紛
失
状
に
は
沙
門
円
秀
・
散
位
藤
原
信
藤
・
法
印
顕
詮
・
法
印
静
晴
が
加
証
し
て
い
る
が
︑
是
法
は
既
に
最
勝
光
院
領
を
寄
進
さ
れ
た
と
主
張
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す
る
東
寺
と
の
係
争
を
抱
え
て
い
た
よ
う
で
︑
か
つ
知
行
し
て
年
数
が
浅
い
た
め
か
︑
紛
失
状
は
前
所
有
者
ら
し
き
迎
接
院
住
持
の
尼
良
明
の
名

で
作
成
し
た
と
い
う
︵
後
述
︶︒
証
人
と
し
て
連
署
し
た
こ
の
四
名
は
︑
い
ず
れ
も
良
明
で
は
な
く
︑
是
法
の
隣
人
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
く
に
祗
園

社
執
行
に
任
じ
ら
れ
た
顕
詮
・
静
晴
の
両
名
が
連
記
し
て
い
る
こ
と
は
︑
祇
園
一
帯
に
お
け
る
是
法
の
力
を
物
語
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
是
法
の
所
領

は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
暦
応
三
年
︵
一
三
四
〇
︶
十
月
︑
導
誉
が
焼
き
打
ち
し
た
妙
法
院
門
跡
は
︑
当
時
祇
園
社
西
大
門
前
の
﹁
小
坂
殿
﹂
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
︑﹁
高
橋
屋
﹂
か
ら
目
と
鼻
の
先
で
あ
っ
た
︒
こ
の
事
件
は
太
平
記
巻
二
十
一
に
詳
し
く
語
ら
れ
る
が
︑
中
院
一
品
記
に
よ
れ
ば
︑
導

誉
の
息
秀
綱
が
坊
官
と
夕
刻
に
起
こ
し
た
喧
嘩
が
発
端
で
あ
り
︑
夜
に
襲
撃
に
及
ん
で
い
る
︒
父
子
は
こ
の
時
も
﹁
高
橋
屋
﹂
に
居
住
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
︒
山
門
と
佐
々
木
京
極
氏
と
の
積
年
の
因
縁
を
思
え
ば
︑
決
し
て
偶
然
に
起
こ
っ
た
事
件
で
は
な
か
っ
た
が
︑
そ
こ
に
は
両
者
が
日

常
鼻
を
突
き
合
わ
せ
る
近
隣
同
士
の
関
係
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

四

　

さ
て
是
法
法
師
と
い
う
僧
が
︑
徒
然
草
一
二
四
段
に
登
場
す
る
︒

是
法
法
師
は
︑
浄
土
宗
に
恥
ぢ
ず
と
い
へ
ど
も
︑
学
匠
を
立
て
ず
︑
た
だ
明
暮
念
仏
し
て
︑
や
す
ら
か
に
世
を
過
ぐ
す
有
様
︑
い
と
あ
ら
ま

ほ
し
︒

　

ご
く
短
い
段
で
あ
る
が
︑
兼
好
が
無
条
件
で
称
賛
す
る
人
物
は
珍
し
く
︑
印
象
に
残
る
︒
既
に
徒
然
草
の
注
釈
書
で
は
︑
こ
の
是
法
法
師
が
続

千
載
集
以
下
に
入
集
し
︑
観
応
元
年
︵
一
三
五
〇
︶
八
月
の
二
条
為
世
十
三
回
忌
和
歌
に
も
出
詠
し
︑
二
条
家
の
宗
匠
に
も
目
を
懸
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
︑
長
命
で
﹁
八
十
に
お
ほ
く
あ
ま
り
て
﹂
生
存
し
て
い
た
こ
と
な
ど
︵
新
拾
遺
集
・
雑
中
・
一
八
三
一
︶
を
指
摘
す
る
︒
稲
田
利
徳
氏
は

さ
ら
に
精
密
に
伝
記
を
考
証
し（

（（
（

︑
青
蓮
院
の
坊
官
で
も
と
玄
燿
︵
言
曜
︶
と
い
い
︑
遁
世
し
て
是
法
と
称
し
た
こ
と
︑
正
応
二
年
︵
一
二
八
九
︶

に
活
動
の
徴
証
が
あ
り
遅
く
と
も
文
永
六
年
︵
一
二
六
九
︶
頃
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
︑
覚
為
と
い
う
実
子
が
い
て
︑
や
は
り
青
蓮
院
門
跡
に
仕

え
︑
大
僧
都
と
な
り
︑
二
条
為
藤
の
猶
子
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
突
き
止
め
ら
れ
て
い
る
︒
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さ
て
問
題
は
︑
も
と
天
台
僧
で
今
は
熱
心
な
念
仏
者
で
あ
る
と
い
う
︑

こ
の
是
法
法
師
が
︑
例
の
高
橋
是
法
房
と
同
人
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ

る
︒
既
に
三
枝
暁
子
氏
は
︑
祇
園
執
行
日
記
を
引
い
て
︑
高
橋
是
法
房
が

﹁
祇
園
執
行
よ
り
の
座
主
進
物
銭
の
進
上
先
﹂
と
な
り
︑﹁
青
蓮
院
門
跡
と

密
接
な
人
物
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
︑
同
人
と
し
て
い
る（

（（
（

︒
こ
の

こ
と
は
稲
田
氏
の
指
摘
し
た
︑
是
法
の
前
身
が
青
蓮
院
の
坊
官
で
あ
っ
た

事
実
と
も
よ
く
符
合
す
る
︒

　

東
寺
百
合
文
書
に
よ
れ
ば
︑
文
和
二
年
︵
一
三
五
三
︶
九
月
︑
高
橋
是
法

は
女
子
の
﹁
あ
と
女
﹂
に
例
の
法
性
寺
柳
原
敷
地
を
譲
っ
て
い
る（

（（
（

︵
図
版
︶

法
性
寺
柳
原
地
︑
是
法
相
伝
之
私
領
也
︑
永
代
譲
与
阿
登
女
︑
件
地

先
年
日
野
按
察
卿
資
明
大
理
時
︑
最
勝
光
院
属
官
人
章
方
出
訴
状
︑

有
存
旨
間
︑
以
迎
接
院
立
面
︑
捧
陳
状
︑
御
沙
汰
究
渕
底
︑
被
召
出

地
百
姓
等
︑
被
尋
当
知
行
実
︑
百
姓
一
同
迎
接
院
管
領
之
由
申
之
︑

随
而
預　

勅
裁
畢
︑
然
建
武
三
年
軍
勢
乱
入
之
時
︑
文
書
等
多
以
紛

失
︑
其
随
一
也
︑
仍
付
進
訴
状
於
按
察
卿
︑
依
物
忩
不
及
申
沙
汰

云
々
︑
所
詮
重
訴
訟
出
来
者
︑
可
被
糺
明
︑
当
知
行
実
之
旨
︑
可
被

申
者
也
︑
仍
状
如
件
︑

　
　

文
和
二
年
九
月
廿
日　
　
　
　
　

是
法
︵
花
押
︶

﹁（
異
筆
）此

趣
可
令
存
知
者
也　
　
　
　
　
　

覚
為
︵
花
押
︶﹂

　

譲
状
の
奥
に
は
覚
為
な
る
人
物
が
証
判
を
据
え
て
い
る
︒
こ
れ
は
是
法

高橋是法譲状（東寺百合文書 ク函30 ─ 1）。
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の
実
子
の
覚
為
に
間
違
い
な
い
︒
こ
の
点
か
ら
も
︑
徒
然
草
一
二
四
段
に
登
場
し
︑
二
条
派
の
歌
人
で
あ
っ
た
是
法
法
師
は
高
橋
是
法
房
と
同
人

と
断
じ
て
よ
か
ろ
う
︒
青
蓮
院
門
跡
は
当
時
祇
園
社
北
東
の
十
楽
院
に
あ
り
︑
祇
園
執
行
日
記
に
も
覚
為
は
門
跡
の
命
を
奉
じ
て
し
ば
し
ば
登
場

す
る
の
で
︑
父
子
同
居
し
て
活
動
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

　

こ
の
譲
状
は
自
筆
の
正
文
で
あ
り
︑
是
法
の
筆
蹟
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
貴
重
で
あ
る
︒
か
な
り
の
高
齢
者
の
印
象
を
受
け
る
が
︑
さ

き
の
生
年
の
推
定
に
従
え
ば
︑
文
和
二
年
︵
一
三
五
三
︶
に
は
八
十
五
歳
と
な
り
︑
自
然
で
あ
る
︒
譲
状
作
成
は
死
期
を
悟
っ
て
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
︒

　

さ
て
︑
譲
状
に
よ
れ
ば
︑
最
勝
光
院
が
こ
の
地
の
権
利
を
主
張
し
︑
柳
原
資
明
が
別
当
の
時
期
│
暦
応
元
年
︵
一
三
三
八
︶
九
月
か
ら
康
永
元

年
︵
一
三
四
二
︶
十
二
月
ま
で
│
使
庁
に
訴
え
た
と
い
う
︒
是
法
は
﹁
存
ず
る
旨
有
る
間
﹂
迎
接
院
︵
さ
き
の
紛
失
状
で
も
利
用
し
た
尼
良
明
︶

を
表
に
立
て
︑
実
際
に
知
行
し
て
い
る
の
は
迎
接
院
で
あ
る
と
の
百
姓
の
証
言
を
得
て
勝
訴
し
た
︒
た
だ
︑
文
書
を
失
っ
て
い
た
た
め
か
︑
改
め

て
迎
接
院
で
は
な
く
︑
自
身
の
権
利
を
認
め
て
貰
う
よ
う
申
請
し
た
が
︑
こ
れ
は
取
り
上
げ
て
貰
え
な
か
っ
た
と
い
う
︒
も
し
爾
後
再
び
争
う
者

が
現
れ
た
ら
︑
こ
ち
ら
に
実
が
あ
る
こ
と
を
申
す
の
だ
と
︑
息
子
の
同
意
を
得
た
上
で
︑
娘
に
言
い
置
い
た
の
で
あ
る
︒

五

　

高
橋
是
法
は
遁
世
し
て
浄
土
宗
に
帰
依
し
て
い
た
こ
と
が
新
た
に
知
ら
れ
た
が
︑
い
か
な
る
流
派
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
浄
土
鎮
流
祖
伝

︵
正
徳
三
年
刊
︶
巻
五
な
ど
に
︑
鎮
西
派
の
然
阿
︵
良
忠
︶
の
実
子
と
し（

（（
（

︑
徒
然
草
注
釈
書
も
こ
れ
を
踏
襲
す
る
が
︑
い
さ
さ
か
疑
問
も
あ
り
︑

系
譜
上
の
位
置
は
分
明
で
は
な
い
︒

　

祇
園
執
行
日
記
︑
正
平
七
年
︵
一
三
五
二
︶
二
月
十
日
条
に
よ
れ
ば
︑
祇
園
社
と
建
仁
寺
と
の
間
を
南
北
に
走
る
﹁
宮
辻
子
﹂
の
西
側
を
︑
建

仁
寺
が
購
入
し
︑
通
路
を
封
鎖
し
て
し
ま
う
事
件
が
あ
っ
た（

（（
（

︒
こ
の
土
地
を
建
仁
寺
に
売
っ
た
の
は
是
法
で
あ
っ
た
︒

一
︑
行
是
法
房
許
見
参
︑
彼
辺
岩〘
愛
宕
〙愛

領
歟
︑
所
詮
於
彼
御
所
跡
者
︑
是
法
相
伝
之
間
︑
放
券
建
□〘
仁
寺
〙□

了
︑
於
路
次
事
者
︑
争
可
存
知
哉
︑
就

中
如
往
古
官
符
并
券
契
者
︑
宮
辻
子
東
頰
者
︑
為
往
古
通
道
之
条
︑
勿
論
歟
︑
可
被
問
答
建
仁
寺
云
々
︑
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宮
辻
子
は
愛
宕
寺
と
珍
皇
寺
の
間
を
抜
け
て
い
た
よ
う
で
︑
是
法
の
住
坊
は
愛
宕
寺
の
境
内
に
含
ま
れ
る
と
い
う
の
で
︑
宮
辻
子
に
高
橋
屋
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
は
﹁
御
所
跡
﹂
で
あ
り
︑
是
法
が
﹁
相
伝
﹂
し
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
︒
こ
う
し
た
場
合
の
﹁
相
伝
﹂
と
は
︑
正
当

な
手
続
き
に
よ
る
取
得
と
同
義
で
あ
り
︑
恐
ら
く
か
ね
て
関
係
深
い
青
蓮
院
門
跡
の
た
め
に
︑
そ
の
旧
跡
の
一
部
を
買
い
取
っ
た
の
で
は
な
い

か
︒

　

と
こ
ろ
で
︑﹁
宮
辻
子
﹂
に
は
︑
浄
土
宗
西
山
派
の
一
つ
︑
東
山
義
の
証
入
が
開
い
た
阿
弥
陀
院
が
あ
っ
た
︒
証
入
は
証
空
の
門
弟
で
︑
法
水

分
流
記
に
﹁
住
宮
辻
子
︑
寂
静
房
︑
小
坂
義
︑
改
称
名
寺（

（（
（

﹂
と
あ
り
︑
阿
弥
陀
院
は
そ
の
後
︑
鎮
西
義
の
手
に
渡
り
︑
良
忠
の
門
弟
円
理
が
住

み
︑
つ
い
で
見
悟
に
継
承
さ
れ
た
︒
た
し
か
に
祇
園
執
行
日
記
観
応
元
年
十
月
十
二
日
条
に
も
﹁
阿
弥
陀
院
長
老
了
因
房
見
語
﹂
が
入
滅
し
た
と

あ
る
︒
ま
た
証
入
の
孫
弟
了
観
︵
漸
空
︶
が
建
て
た
三
福
寺
も
︑
東
大
路
を
隔
て
珍
皇
寺
の
向
か
い
に
あ
っ
た
ら
し
い
︵
中
古
京
師
内
外
地
図
︶︒

そ
し
て
法
水
分
流
記
に
は
証
入
の
法
弟
の
如
一
も
﹁
高
橋
見
性
院
﹂
に
住
ん
だ
と
あ
る
の
で
︑
か
た
が
た
宮
辻
子
は
西
山
派
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
︒
是
法
も
ま
た
こ
の
流
を
汲
み
︑
阿
弥
陀
院
か
三
福
寺
に
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
憶
測
を
逞
し
く
す
れ
ば
︑
有
力
地
主

と
し
て
敷
地
を
提
供
す
る
か
︑
そ
の
維
持
経
営
を
支
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒

　

了
観
の
詠
に
︑

　
　
　
　

比
叡
の
山
を
い
で
て
浄
土
の
門
に
入
り
侍
り
け
る
比
︑
月
を
み
て

　
　

と
も
に
こ
そ
山
は
い
で
し
か
お
な
じ
く
は
西
に
と
さ
そ
へ
秋
の
よ
の
月
︵
続
千
載
集
・
釈
教
・
一
〇
二
〇
︶

と
あ
る
︒
叡
山
で
学
ん
で
後
︑
遁
世
し
て
浄
土
宗
に
帰
し
た
と
い
う
経
歴
は
︑
是
法
と
全
く
同
じ
で
あ
る
︒
思
え
ば
頓
阿
も
そ
う
で
あ
り
︑
東
山

双
林
寺
に
住
ん
だ
︒
こ
の
よ
う
な
人
々
を
積
極
的
に
受
け
容
れ
て
い
た
の
が
こ
の
地
な
の
で
あ
ろ
う
︒

　

さ
て
三
福
寺
は
信
仰
の
場
で
あ
っ
た
が
︑
花
の
名
所
と
し
て
も
愛
さ
れ（

（（
（

︑
二
条
為
世
が
参
詣
し
︑
そ
の
機
会
に
歌
会
が
催
さ
れ
た
︵
新
千
載

集
・
雑
中
・
一
九
八
四
︶︒
南
北
朝
時
代
に
も
続
歌
会
や
蹴
鞠
が
催
さ
れ
︑
多
数
の
見
物
人
を
集
め
て
い
る
︵
後
深
心
院
関
白
記
永
和
四
年
六
月

二
十
三
日
条
︑
永
徳
元
年
二
月
二
十
八
日
条
︶︒
阿
弥
陀
院
に
も
︑
亀
山
法
皇
が
花
見
の
た
め
に
御
幸
し
︵
実
躬
卿
記
永
仁
三
年
閏
二
月
十
九
日

条
︶︑
正
徹
も
﹁
祇
園
阿
弥
陀
院
﹂
で
続
歌
を
し
︵
草
根
集
・
享
徳
二
年
二
月
十
六
日
︶︑
同
じ
よ
う
な
性
格
を
見
て
取
れ
る
︒
こ
の
地
域
の
宗
教
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施
設
が
文
藝
遊
興
の
場
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
︑
そ
の
背
景
と
し
て
是
法
の
よ
う
な
存
在
か
ら
の
物
心
両
面
の
支
援
も
考
え
ら
れ
よ

う
︒

六

　

是
法
は
︑
旧
主
の
青
蓮
院
は
も
ち
ろ
ん
︑
祇
園
社
・
仁
和
寺
︑
導
誉
ら
新
興
の
武
家
も
顧
客
と
し
て
︑
都
鄙
の
所
領
の
経
営
に
よ
っ
て
富
を
貯

え
た
人
物
で
あ
っ
た
︒
徒
然
草
一
二
四
段
に
よ
っ
て
行
い
澄
ま
し
た
念
仏
遁
世
者
の
よ
う
に
思
い
描
か
れ
て
き
た
が
︑
実
像
は
そ
れ
と
随
分
か
け

離
れ
て
お
り
︑
あ
る
い
は
兼
好
の
賛
美
も
果
た
し
て
真
意
か
疑
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
︒

　

し
か
し
︑
そ
れ
が
是
法
の
信
仰
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
︒
生
活
の
余
裕
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
浄
土
門
の
教
学
に
励
み
︑
か
つ
そ
の
こ
と
を
前

面
に
出
す
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒　

　
﹁
河
東
﹂
の
地
は
︑
こ
う
し
た
人
物
を
も
十
分
に
惹
き
つ
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
徒
然
草
に
は
︑
小
坂
殿
・
最
勝
光
院
・
常
在
光
院
・
那
蘭

陀
寺
で
の
見
聞
が
記
さ
れ
る
︒
こ
れ
も
︑
兼
好
が
六
波
羅
探
題
南
方
で
あ
っ
た
金
沢
貞
顕
の
在
京
被
官
で
あ
り
︑
若
い
頃
か
ら
こ
の
地
に
住
ん
で

い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
︑
そ
こ
で
高
橋
に
住
む
是
法
と
も
知
己
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

思
え
ば
︑
六
波
羅
の
近
辺
に
は
多
く
の
寺
院
が
興
隆
し
た
が
︑
そ
の
開
祖
は
多
く
︑
都
の
出
身
で
は
な
い
︑
い
わ
ば
よ
そ
者
で
あ
っ
た
︒
証
入

も
御
家
人
新
田
忠
常
の
子
と
言
わ
れ
る
︒
金
沢
貞
顕
は
祇
園
社
の
東
に
常
在
光
院
を
建
て
︑
天
台
真
言
兼
修
の
道
場
と
し
た
︒
こ
の
寺
の
風
趣
を

足
利
尊
氏
は
熱
愛
し
︑
か
な
り
長
期
に
わ
た
り
居
住
し
て
い
た（

（（
（

︒
徒
然
草
一
七
九
段
に
見
え
る
︑
一
切
経
を
将
来
し
︑
六
波
羅
密
寺
と
鴨
川
の
間

に
那
蘭
陀
寺
を
建
て
安
置
し
た
﹁
入
宋
の
沙
門
道
眼
上
人
﹂
は
︑
関
東
御
家
人
の
下
総
千
葉
氏
の
出
身
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

　

南
北
朝
期
に
入
る
と
︑
武
士
は
洛
中
に
居
を
移
し
て
い
き
︑
六
波
羅
探
題
の
跡
地
は
放
置
さ
れ
︑﹁
河
東
﹂
は
も
は
や
武
家
の
地
と
は
言
え
な

く
な
っ
た
が
︑
そ
れ
で
も
尊
氏
・
義
詮
・
導
誉
ら
は
晩
年
ま
で
こ
の
地
に
執
着
し
て
い
た
︒

　

こ
う
し
た
新
旧
︑
聖
俗
が
入
り
交
じ
る
空
間
と
こ
れ
を
と
ら
え
た
文
学
作
品
と
の
関
係
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
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（
）	
高
橋
愼
一
朗
氏
﹃
中
世
の
都
市
と
武
士
﹄︵
吉
川
弘
文
館　

平
８
︶
参
照
︒

（
（
）	

﹃
八
坂
神
社
文
書
﹄︵
増
補
復
刻
版
︑
臨
川
書
店
︑
平
６
︶
下
・
一
二
七
〇
号
︒

（
（
）	

田
坂
泰
之
氏
﹁
室
町
期
京
都
の
都
市
空
間
と
幕
府
﹂︵
日
本
史
研
究
436　

平
10
・
12
︶︑
細
川
武
稔
氏
﹃
京
都
の
寺
社
と
室
町
幕
府
﹄︵
吉
川
弘
文
館　

平
22
︶
参
照
︒

（
（
）	

注
２
前
掲
﹃
八
坂
神
社
文
書
﹄
下
之
一
・
一
七
一
七
号
︒

（
（
）	

川
島
敏
郎
氏
﹁
祇
園
社
領
﹁
四
カ
保
﹂
の
形
成
と
相
伝
に
つ
い
て
﹂︵
古
文
書
研
究
14　

昭
54
・
12
︶︑
吉
永
隆
記
氏
﹁
祇
園
社
領
荘
園
の
再
編
│
顕
詮

と
丹
波
国
波
々
伯
部
保
﹂︵
立
命
館
文
学
637　

平
26
・
３
︶
参
照
︒

（
（
）	

中
島
圭
一
氏
﹁
中
世
京
都
に
お
け
る
土
倉
業
の
成
立
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史
學
雜
誌 

101
│

3　

平
４
・
３
︶
参
照
︒

（
（
）	

﹃
佐
々
木
導
誉
﹄︵
人
物
叢
書　

吉
川
弘
文
館　

平
６
︶︑
一
〇
一
頁
︒

（
（
）	

東
寺
百
合
文
書
︑
最
勝
光
院
評
定
引
付
︵
る
函
七
︶
に
よ
れ
ば
︑
最
終
的
に
永
徳
元
年
︵
一
三
八
一
︶
十
月
に
鷲
尾
金
山
院
か
ら
東
寺
に
還
付
さ
れ
た

が
︑
当
時
一
年
分
の
地
子
は
十
貫
文
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

（
（
）	

杉
山
信
三
氏
﹃
院
家
建
築
の
研
究
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
昭
56
︶
第
六
章
﹁
法
住
寺
殿
と
そ
の
御
堂
﹂
参
照
︒

（
（0
）	

詳
細
は
不
明
な
が
ら
︑﹁
祇
園
中
路
﹂
に
在
っ
た
と
い
う
の
で
︑
山
門
の
同
名
の
寺
の
里
坊
と
思
わ
れ
︑
妙
法
院
門
跡
に
附
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒

（
（（
）	

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
︑
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
︑
比
丘
尼
良
明
敷
地
文
書
紛
失
状
︵
Ｈ
│

七
四
三
│

四
四
一
│

五
︶︒
こ
の
地
の
関
係
文
書

は
一
括
し
て
伝
来
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
の
み
近
代
に
流
出
し
た
か
︒

（
（（
）	

﹁
是
法
法
師
と
兼
好
法
師
│
﹃
徒
然
草
﹄
第
百
二
十
四
段
と
そ
の
周
辺
﹂︵﹃
徒
然
草
論
﹄
笠
間
書
院
︑
平
20
︒
初
出
平
15
︶︒

（
（（
）	

﹁
山
門
・
祇
園
社
の
本
末
関
係
と
京
都
支
配
﹂︵﹃
比
叡
山
と
室
町
幕
府　

寺
社
と
武
家
の
京
都
支
配
﹄
東
京
大
学
出
版
会　

平
22
︒
初
出
平
13
︶
四
三
︑

六
〇
頁
︒

（
（（
）	

京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
︑
東
寺
百
合
文
書
︑
高
橋
是
法
譲
状
︵
ク
函
三
〇
│

一
︶︒

（
（（
）	

是
法
を
良
忠
の
子
と
す
る
の
は
︑
南
北
朝
初
期
に
成
立
し
た
勅
撰
作
者
部
類
・
凡
僧
下
に
﹁
是
法　
念
阿
真
弟　

載
一　

新
千
一
﹂
と
あ
る
の
に
拠
る
︒

た
し
か
に
﹁
真
弟
﹂
と
は
実
子
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
良
忠
は
是
法
よ
り
七
十
歳
ほ
ど
年
長
で
あ
る
︒
い
っ
ぽ
う
勅
撰
作
者
部
類
に
は
続
千
載
集
初

出
の
歌
人
﹁
念
阿
﹂
が
見
え
︑
是
法
の
注
記
に
あ
る
﹁
念
阿
﹂
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
﹁
念
阿
﹂
は
伝
未
詳
な
が
ら
︑
良
忠
と
は
別
人
で
あ
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る
可
能
性
が
高
い
︒

（
（（
）	
宮
辻
子
の
位
置
は
︑
永
井
規
男
氏
﹁
建
仁
寺
の
古
建
築　

そ
の
奇
構
﹂︵
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
10　

平
16
・
３
︶
を
参
照
し
た
︒

（
（（
）	
牧
哲
義
氏
﹁﹁
吉
水
法
流
記
﹂﹁
法
水
分
流
記
﹂
の
翻
刻
と
そ
の
研
究
１　

資
料
篇
﹂︵
東
洋
学
研
究
30　

平
５
︶︒

（
（（
）	

上
田
良
準
氏
﹁
西
山
派
の
勅
撰
歌
僧
﹂︵
西
山
学
報 

19　

昭
43
・
12
︶
参
照
︒

（
（（
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納
富
常
天
氏
﹁
金
沢
貞
顕
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東
山
常
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光
院
﹂︵﹃
金
沢
文
庫
資
料
の
研
究
﹄
法
蔵
館
︑
昭
57
︒
初
出
昭
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︶︑
山
家
浩
樹
氏
﹁
無
外
如
大
と
無
着
﹂︵
金

沢
文
庫
研
究

301　

平
10
・
６
︶
参
照
︒

（
（0
）	

落
合
博
志
氏
﹁﹃
徒
然
草
﹄
に
関
す
る
考
察
二
題
│
第
六
十
七
段
・
第
百
七
十
九
段
﹂︵
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
90　

平
６
・
２
︶︑
野
口
実
氏
﹁
東
国

出
身
僧
の
在
京
活
動
と
入
宋
・
渡
元
﹂︵
鎌
倉
遺
文
研
究
25　

平
22
・
５
︶︑
同
氏
﹁
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
下
総
千
葉
寺
由
縁
の
学
僧
た
ち
の
活
動
│
了

行
・
道
源
に
関
す
る
訂
正
と
補
遺
﹂︵
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
研
究
紀
要
24　

平
23
・
３
︶
参
照
︒


