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『山

家

集
』
錯

簡

説

を

め
ぐ

っ
て

寺

澤

行

忠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1
)

 

『山
家
集
』

の
四
国
で
詠

ん
だ
歌

を
集

め
た
歌
群

の
う

ち
、

一
三
六
九
番
歌

の
次
に
、
 
「
又
あ
る
本
に
」

と

い
う
注
記
が
あ
り
、

さ
ら

に
百
八
十
首
余
り

の

歌
が
続

い
て
い
る
。
以
下

の
部
分
が
増
補

で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、

か
ね
て
よ
り
注
意
さ
れ
て
き

た
も

の
で
あ
る
。

 

西
行

は
五
十
代

に
入

っ
て
、
仁
安

二
年

(
一
一
六
七
)
又
は
三
年

の
十
月

に

四
国

へ
の
旅

に
出

て
い
る
。

崇
徳
院

の
御
陵

に
参
詣
す

る
こ
と
と
、
弘
法
大
師

の
遺
跡
を
訪

ね
る
こ
と
が
、
主
た
る
目
的

で
あ

っ
た
。

四
国

に
渡

っ
て
、
ま
ず

讃

岐
松
山

の
津

に
院

の
遺
跡

を
訪

ね
る
。
次

い
で
白
峯
御
陵

に
詣
で
、

さ
ら

に

弘
法
大
師
ゆ

か
り

の
善
通
寺

へ
向

い
、

こ
の
周
辺
に
庵
を
結
ん
で

一
時
期

を
過

ご
し

て
い
る
。

 

『山
家
集
』

に
は
、

=
二
五
六
番

か
ら

一
三
六
九
番

ま
で
善
通
寺
関
係

の
歌

が
並
び
、
次

に

「
又
あ
る
本

に
」

と

い
う
注
記
が
あ
り
、

さ
ら

に
二
首

の
曼
茶

羅
寺
関
係

の
歌
が
続

い
て
い
る
9

 

こ
の
部
分

に
錯
簡
が
あ

っ
た
、
と
す

る
説
が
奥
村
恒

哉
氏

に
よ

っ
て
発
表

さ

 
 
 

(2
)

れ

て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
3
)

 

次

に
、
関
連
す

る
部
分

を
引

用
す
る
。

 
 
 
 
 
大
師
の
む
ま
れ
さ
せ
給
た
る
所
と
て
、
め
ぐ
り
の
し
ま
は
し
て
、
そ
の
し
る

 

 
 

し
に
ま

つ
の
た
て
り
け
る
を
み
て

三
六
九あ

は
れ
な
り
お
な
じ

の
山
に
た
て
る
木

の
 
か

Σ
る
し
る
し
の
契
り
あ

り
け

る

 

 
 

又
あ

る
本

に

 

 
 

ま
ん
だ
ら
じ

の
行
だ
う

ど
こ
ろ

へ
の
ぼ
る
は
よ
の
大
事

に
て
、
手
を
た

て
た

 

 
 

る
や
う
な
り
、
大
師

の
、
御
経

か
き
て
う
づ
ま
せ
を

り
ま

し
た

る
や
ま
の
み

 

 
 

ね
な

り
、
ば
う

の
ぞ
と
は

一
丈
ば

か
り
な
る
だ
ん

つ
き

て
た

て
ら

れ
た
り
、

 

 
 

そ
れ

へ
日
ご
と

に
の
ぼ
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
、
行
道

し
を

り
ま
し
け
る
と
申

 

 
 

つ
た

へ
た
り
、
め
ぐ

り
行
道

す
べ
き
や
う
に
、
".&
ん
も
二
重

に

つ
き
ま
は
さ

 

 
 

れ
た
り
、
の
ぼ

る
ほ
ど

の
あ
や
う
さ
、
こ
と
に
大
事
な
り
、
か
ま

へ
て
は
ひ

 

 
 

ま

い
り
つ
き

て

一葺
6
め
ぐ
り
あ
は
ん
こ
と
の
ち
ぎ

り
ぞ
有
が
た
き
 
き

び
し
き
山

の
ち
か

ひ
み
る
に
も

 

 
 

や
が

て
そ
れ
が
上

は
、
大
師

の
御
師
に
あ
ひ
ま

い
ら
せ
さ
せ
を
り
ま
し
た
る

 

 
 

み
ね
な
り
、

わ
が

は
い
し
さ
と
そ

の
山
を
ば
申
す
な
り
、
そ

の
辺

の
人
は
、

 

 
 

わ
が
は
い
し
と

そ
申
な
ら

ひ
た
る
、
山
も
じ
を
ば
す

て
』
申
さ
ず
、
又
、
ふ

 

 
 

で
の
山
と
も

な
づ

け
た
り
、
と
を
く
て
み
れ
ば
、

ふ
で
に
に
て
ま

ろ
く

と

 

 
 

山
の
み
ね
の
さ
き

の
と
が

り
た

る
や
う
な
る
を
申

な
ら

は
し
た
る
な
め
り
、

 

 
 

行
道

ど
こ
ろ
よ
り
、
か
ま

へ
て
か
き

つ
き

の
ぼ
り
て
、
み
ね
に
ま

い
り
た
れ

 

 
 

ば
、
師
に
あ
は
せ
を
は
し
ま
し
た
る
所

の
し
る
し
に
、
た
う
を
た
て
お
は
し

 

 
 

ま

し
た
り
け
り
、
た
う

の
い
し
ず

ゑ
、
は
か
り
な
く
お
ほ
き
な
り
、
高

野

の

一9一



 

 

 
 

 
大
た
う
な
ど
ば
か
り
な
り
け

る
、
た
う

の
あ
と

」
み
ゆ
、

こ
け
は
ふ
か
く
う

 

 

 
 

 
つ
み
た
れ
ど
も
、

い
し
お
ほ
き

に
し
て
、
あ
ら
は
に
見
ゆ
、
ふ

で
の
や
ま
と

 

 

 
 

 
申
な

に
つ
き

て

 

一三三

ふ
で
の
山

に
か
き
の
ぼ
り
て
も
み

つ
る
か
な
 
こ
け
の
し
た
な

る
岩

の
け

し
き
を

 

 

 
 

 
善
通
寺

の
大
師

の
御
影

に
は
、
そ
ば
に
さ
し
あ
げ

て
、
大
師

の
御
師

か
き
ぐ

 

 

 
 

 
せ
ら
れ
た
り
き
、
大
師

の
御

て
な
ど
も
を

は
し
ま
し
き
、
四

の
門
の
が
く
少

 

 

 
 

 
く

わ
れ
て
、
お
ほ
か
た
は
た
が
は
ず

し
て
侍
き
。
す
ゑ
に
こ
そ
い
か
ゴ
な

 

 

 
 

 
り
な
ん
ず
ら

ん
と
、

お
ぼ

つ
か
な
く
お
ぼ

え
侍

し
か

 

 

 
 

 
備
前
国

に
小
嶋
と
申
嶋
に
わ
た
り
た
り
け

る
に
、
あ
み
申
物

と
る
所

は
、
を

 
 
 
 
 
の
く

わ
れ
く

し
め
て
、
な
が
き
さ
ほ
に
ふ
く
ろ
を
つ
け
て
た
て
わ
た
す

 
 
 
 
 
な
り
、
そ
の
さ
ほ
の
た
て
は
じ
め
を
ば
、

一
の
さ
ほ
と
そ
な
づ
け
た
る
、
な

 
 
 
 
 
か
に
と
し
た
か
き
あ
ま
人
の
た
て
そ
む
る
な
り
、
た
つ
る
と
て
申
な
る
こ
と

 
 
 
 

ば
き

ン
侍
し
こ
そ
、
な
み
だ
こ
ぼ
れ
て
、
申
ば
か
り
な
く
お
ぼ
え
て
よ
み
け

 
 
 
 
 
る

 

三
七二
た
て
そ
む
る
あ
み
と
る
う
ら
の
は
つ
さ
ほ
は
つ
み
の
な
か
に
も
す
ぐ
れ
た
る
こ
ひ

 

奥
村
氏
は
、
次

の
よ
う

に
言
わ
れ
る
。

 

右

の

二
二
七
〇
番
詞
書

に
あ

る

「
ま
ん
だ
ら
じ
」

は
、
四
国
霊
場
七
十
三
番

我
拝
師
山
出
釈
迦
寺

に
あ
て
る
べ
き

で
あ

る
。

=
二
六
九
番
歌
は
、
 
「
大
師

の

む
ま
れ
さ
せ
給

た
る
所
」

と
あ

る
か
ら
、

こ
れ
は
善
通
寺

の
こ
と

で
あ
り
、

一

三
七

一
歌

の
左
註
も
、
内

容
は
善
通
寺

の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
出
釈
迦

寺

の
詠
に
善
通
寺

の
左
註
が

つ
い
て
い
る

こ
と
に
な
り
、
意

を
な
さ
な

い
。

一
三

七

一
の
左
註
は
、

一
三
六
九

の
左
註
と
し
て
み
れ
ぽ
自
然
な

の

で

あ

る
。

即

ち
、
 
「
又
あ

る
本

に
」

は
、

ニ
ニ
七
〇

の
詞
書

か
ら

は
じ
ま

っ
て
、
 
=
二
七

一

の
左
註
を
除

い
た
歌
ま
で
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

こ
れ
だ
け

の
部

分

を
、

コ
ご
六
九

の
歌
と
左
註

の
間
に
割
に
込

ま
せ
て
し
ま

っ
た

の
で
あ

る
。

い
わ
ぽ
、
編
集

の
不
手
際

で
あ

る
。
 
「
又
あ
る
本

に
」
は
、

二
二
六
九

の
左
註

の
後

に
お
く

べ
き

で
あ

っ
た

の
か
も
し
れ
な

い
。

 

奥
村

氏
の
錯
簡
説

に
関
す
る
御
論

の
要
点
を
摘
記
さ
せ
て

い
た
だ
く
と
、
お

よ
そ
以
上

の
如
く

に
な
ろ
う
か
と
思

わ
れ

る
。

 

氏

の
御
論
は
誠
に
示
唆

に
富

む
も

の
で
、
学
恩
に
浴
す

る
と

こ
ろ
多
か

っ
た

の
で
あ

る
が
、
錯
簡
説
に

つ
い
て
は
、
些

か
首
肯
し
難

い
も

の
が
あ

る
の
で
、

以
下
、
そ

の
点

に
関
す
る
私
見

を
述

べ
て
み
た

い
。

 

ま
ず
第

一
に
、
『
山
家
集
』

に
お

い
て
は
、
「
又
あ
る
本
に
」

の
注
記

の
前

と

後

と
で
は
、
大
き
な
断
層
が

み
ら
れ

る
こ
と
で
あ

る
。
西
行

の
歌
集

に
は
、

他

に

『
山
家
心
中
集
』

や

『
西
行
上
人
集
』
な
ど
が
あ

る
。
 
『
山
家
心
中
集
』

は

『
山
家
集
』

よ
り
秀
歌

を
三
百
数
十
首
抄
出

し
た
も

の
で
あ
り
、 

『
西
行
上
人

集
』
は
、
 
『
山
家

心
中
集
』

を
基

に
歌
を
増
補

し
て
成
立
し
た
歌
集

で
あ
る
と

 
 
 
(4
)

思
わ
れ
る
。

 

こ
の

『山
家

心
中
集
』
と

『
山
家
集
』
、

ま
た

『
西
行
上
人
集
』

と

『
山
家

集
』

の
重
出
歌
は
、
『
山
家
集
』
で
は

「
又
あ

る
本

に
」

の
注
記

の
前

に
排
列
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
以
下

の
部
分

と
は
無
関
係

で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
『
山
家
集
』

か
ら

『
山
家
心
中
集
』
が
抄
出
さ
れ
た
時
点

で
の

『
山
家
集
』
は
、

=
二
六
九

番
歌

ま
で
の
も

の
で
あ

っ
て
、

以
下

の
部
分
は
、
そ
の
後

の
増
補

に
か
か
る
も

の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
現
存

の

『
山
家
集
』
諸

本

に
は
、

そ
の
よ
う
な
本
は
存
在

し
な

い
が
、

か
つ

て
存

し
た
こ
と
は
、
日
本
女
子
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本

の
書

入
れ
に
よ

っ
て

知

る
こ
と
が

で
き

る
。
す
な

わ
ち
、
日
本
女
子
大
学
本
は
、
多
数

の
校
合
注

を

有

し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、

一
三

六
九
歌

の
次

に

「
髪

マ
テ
以
別
本
校
合
了
此

末

ハ
無
別
本
」

と

い
う
書

入
れ
が
あ

る
。

=
二
六
九
歌
ま
で
の

『
山
家
集
』
が

実
際

に
存
在

し
、

そ
の

『
山
家
集
』

に
よ

っ
て
校
合
が
な
さ
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。

一10一



 

ま
た
、

こ
の
こ
と

に
関
連

し
て
注
意

さ
れ
る
の
は
、 

『
山
家
集
』

の
い
わ
ゆ

る
版

本
系

の
諸
本
で
は
、
 
「
又
あ
る
本

に
」

の
注
記

の
前

に

一
行
分

の
余
分

が

設
け
ら
れ

て
お
り
、
殊

に
版
本
系
諸

本
の
中

で
最
も
古
態
を
存

す
る
と
み
ら
れ

る
三
手
文
庫
蔵
本
に
は
、
約
三
行
分

の
余
白
が
設
け
ら
れ
て
書
写
さ
れ

て
い
る

こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
は
、

こ
の
本

の
親
本
乃
至
祖
本

に
お

い
て
、
以
下

の
部
分

が
追
補
さ
れ
た
、
そ

の
当
初

の
面
影
を
と
ど
め
る
も

の
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

 

二
二
七
〇
と

二
二
七

一
歌

の
二
首
が

=
二
六
九
歌

と
左
註

の
間

に
割
り
込

ん

だ
と

い
う
想
定

は
、

一
三
六
九
歌
ま

で
と
そ
れ
以
下

と
が
連
続

し
て
い
る
場
合

に
言
え
る
こ
と

で
あ
り
、

ま
ず

こ
う
し
た
形
態
面

の
考
察
か
ら
、
錯
簡

の
可
能

性
を
想

定
す

る
こ
と
は
困
難

で
あ
ろ
う
。

 
第
二
に
、
詞
書
及
び
左
註

の
文
体

の
問
題

で
あ

る
。

 

『
山
家
集
』
を
通
読
す

る
と
、
詞
書

及
び
左
註

は
、
完
了

の
助

動
詞

「
け
り
」

を
基
本

に
用

い
た
文
体
で
記

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
同

じ
西
行
歌
集
で
も
、

例
え
ぽ

『山
家

心
中
集
』
が
、
過
去

の
助
動

詞

「
き
」

を
基
本

に
用

い
て

い
る

こ
と
と
、
著

し
い
対
照

を
な

し
て
い
る
。

 
し
か
る
に
、
『
山
家
集
』

の
当
該
箇

所
を
み
る
と
、
「
又
あ
る
本
に
」

の
注
記

の
前
ま
で
は
、 

「
け
り
」
を
基
本
と

し
た
文
体
で
記

さ
れ

て
い
る
の
に
、

=
二

七
〇
及
び

コ
ご
七

一
歌

の
二
首
は
、
左
注
も
含

あ
て
、
他
と
異
な
る
文
体

で
記

さ
れ

て
い
る
こ
と
が
注
意

さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
両
首

の
詞
書

は
、
 
「
な
り
」

と

「
た
り
」
が

主
と

し
て
用

い
ら
れ

て
お
り
、

二
二
七

一
歌

の
左
注
は
、
過
去

の
助
動
詞

「
き
」
が
基
本
に
な

っ
て
い
る
。
 
『山
家
集
』

の
中

で
は
、
こ
れ

は

例
外
と
言

っ
て
よ
い
の
で
あ

る
。
例
え
ぽ
、

=
二
七
〇
歌

の
詞
書

と
同
程
度

の

分
量
を
も

つ
七
四
八
歌

の
詞
書

に
は
、

「け

り
」

の
語
が
十
二
箇
所
用

い
ら

れ

て

い
る
。

 

そ
お
ら
く

=
二
七
〇

歌
と

一
三
七

一
歌

の
二
首
-
左
注
も
含

め
て
ー

が
、
善

通
寺
と

の
関
連

で
、
別

の
資
料

か
ら
ま
ず
増
補
さ
れ
た
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

さ
ら

に
同
じ
資
料

か
ら
か
、
第
二

・
第

三
の
資
料

か
ら
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
下

の
部
分
が
次

々
に
増
補

さ
れ
て
い

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

 

第
三

に
、
当
時

の
寺
院
関
係

の
実
態

に

つ
い
て
で
あ
る
。

 

「
東
寺
百
合
文
書
」

の
中
に
は
、
平
安
後
期

に
末
寺
で
あ
る
善
通
寺

・
曼
茶

羅
寺
よ
り
差

し
出
さ
れ
た
多
数

の
文
書
が
含
ま
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら

の
文
書

の

中

に
は
、

し
ば

し
ば

「
弘
法
大
師
御
先
祖
建

立
」

(善
通
寺
)
、 

「
弘
法
大
師
御

建

立
」
 
(曼
茶
羅
寺
)

と
、
自
ら

の
寺

の
由
緒
を
述

べ
た
文
言
が

み
え
、
共

に

空
海

に
所
縁

の
深

い
寺

で
あ

っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

 

こ

の
両
寺
は
、
十
二
世
紀
頃

に
は
、
東
寺

の
管

理
下

に
、
組
織
や
寺
領
が

一

つ
に
統
合
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。

 
永
久

三
年

(
=

一
五
)

に
は
、
東
寺
政
所
よ
り
発

せ
ら
れ

た

下

文

に
、

「
東
寺
政
所
下
讃
岐
国
善
通
曼
随
羅
両
寺
所
司
住
人
等
」
(『
平
安
遺
文
』

一
八

四

吻

ど
あ

っ
て
・
そ

の
頃
・
両
寺

の
組
織
が

;

に
ま
と
め
ら
れ
て

い
た
こ

と
を
知

る
。
天
治
元
年

(
一
一
二
四
)
「
善
通
寺
曼

随
羅
寺
所
司
等
解
」
(
『
平
安

遺
文
』

二
〇

一
五
)
、
永
暦

二
年

(
一
一
六

一
)
「
讃
岐
国
善
通
曼
茶
羅
両
寺
所

司
解
案
」
(
同
三

一
五
〇
)
、
久
寿
三
年

(
二

五
六
)
 
「
善
通
曼
茶
羅
両
寺
所

司
等
解
 
申
請
 
留
守
所
裁
事
」
 
(
同

二
八
三
七
)

な
ど
、
両
寺

の
組
織

の
統

合
を
窺

い
得

る
史
料
は
多

い
。

 
両
寺

の
寺
域
も
不
可
分

で
、
善
通
曼
茶
羅
寺
領

と
呼
ぽ

れ
る
よ
う

に
な

る
。

 
保
延
四
年

(
=

三
八
)
、
讃
岐
国
守
藤

原
経
高
は
、
善
通

・
曼
茶
羅

寺

領

の

一
円
化
を
実
施

し
て
い
る
。
(
同
三
二
九
〇
)。

そ

の
後

両
寺

の
寺
領

は

一
円

と
散
在

を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
鎌
倉
中
期

に
は

コ

円
保
」
と
呼
ぼ

れ
る
寺
領

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
6
)

に
発
展
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
両
寺

は
直
線
距
離

に
し

て
約

一
・
五
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
離
れ

て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
西
行
が
讃
岐

へ
下
向

し
た
頃

は
、

両
寺

は
ほ
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と
ん
ど
同

一
の
組
織

・
寺
領
と
し
て
統
轄
さ
れ
て

い
た
と
言

っ
て
よ
い
の
で
あ

る
。

 

一
方
、
出
釈
迦
寺

の
名
は
、
当
時

の
史
料

の
中

に
容
易
に
見
出

し
得
な

い
。

が
、
曼
茶
羅
寺
関
係
文
書

の
中
に
、

し
ぼ
し
ぽ

「
施
坂
御
堂
」
 
「
施
坂
寺
」

の

名
が

み
え
る
。

曼
茶
羅
寺
は
、
十

一
世
紀
中
葉

に
は
、
か
な
り
ひ
ど

い
荒
廃

ぶ

り
だ

っ
た
よ
う
で
、
当
時
修

行
の
た
め
曼
茶
羅
寺

に
滞
在
し
て

い
た
僧
善

芳

・

善
範
が
、
堂
宇

の
修
理
を
発
願
し
、
治
暦

・
延
久
年
間

に
そ
の
為

の
援
助
を
乞

う

て
国
衛
や
本
寺
で
あ
る
東
寺

に
宛

て
出
し
た
解
文

・
申
文
が
多
数

「
東
寺
百

合
文
書
」

の
中
に
収

め
ら
れ

て
い
る
Q

 
そ
れ
ら

の
中

に
、
次

の
よ
う
な
記
載
が
あ

る
。
 
(
圏
点
筆
者
)

 
 

。
可
奉
修
造
大
師
御
行
道
所
施
坂
御
堂
井
漫
茶
羅
寺
僧
房

一
宇
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(治
暦
二
年
六
月
、
『平
安
遺
文
』

一
〇
〇
六
)

 
 

・
自
去
康
平
五
年
修
造
三
宇
、
本
堂

・
別
堂

・
施
坂
御
堂
等
也
…
…
 
 
(同
 
右
)

 
 

。
又
在
辺
大
師
御
行
道
所
、
而
件
字
名
施
坂
寺
、
件
道
揚
大
師
如
意
輪
法
所
勤
行
給

 
 
 
け
る
也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(治
暦
二
年
七
月
、
『平
安
遺
文
』

一
〇
〇
入
)

 
 

。
件
外
大
師
御
初
修
施
坂
寺
三
間
葦
萱
堂

一
宇
造
立
又
了
、
即
如
意
堂
也
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(治
暦
三
年
入
月
、
『平
安
遣
文
』

一
〇
二
〇
.

 
 

。
本
堂
別
室
井
施
坂
御
堂
如
本
建
立
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(延
久
三
年
八
月
、
『平
安
遺
文
』
四
六
四

一
)

 

こ
れ
ら

の
史
料
を
み
る
と
、
「
施
坂
寺
」
「
施
坂
御
堂
」

も
、
曼
茶
羅
寺

の
管

理
下

に
あ

っ
た

こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

こ
の

「
施
坂
寺
」
 
「
施
坂
御
堂
」
が
、

あ

る
い
は

「
出
釈
迦
寺
」

の
前
身
だ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

 
善
通
寺
に
徳
治
二
年

(
コ
ニ
〇
七
)

に
作
成
さ
れ
た
地
図

(
重
要
文
化
財
)

が
蔵

さ
れ

て
い
る
。
水
論

の
判
決
を
寺

に
請

う
た
め
に
、
善
通
寺

の
百
姓
ら

に

よ

っ
て
作

成
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
が
、

こ
の
地
図

に
も
曼
茶
羅
寺
は
描

か
れ

て

い
る
が
、
出
釈
迦
寺

の
名

は
み
え

な
い
。

 
時
代
は
か
な
り
降
る
が
近
世
末
期

に
広
く
流
布
し
た
、
弘
化

四
年

(
一
八
四

七
)

刊

『
金
毘
羅
参
詣
名
所
図
会
』
第
三
巻
、 

「我
拝
師
山
出
釈
迦
寺
」

の
項

に
は
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ

て
い
る
。

 
 
曼
茶
羅
寺
の
奥
院
と
い
ふ
三
丁
計
奥
に
あ
り
七
十
三
番
の
霊
場
の
前
札
所
な
り
近
世

 
 
宗
善
と
い
へ
る
入
道
あ
り
て
此
に
寺
を
建
立
す
と
云

(中
略
ノ

 
 
原
の
札
所
と
言
る
は
十
入
丁
上
の
絶
頂
に
あ
り
然
る
に
此
所
に
堂
舎
な
く
其
道
瞼
岨

 
 

に
し
て
詣
人
登
る
夏
を
得
ず
故
に
後
世
此
所
に
寺
を
建
て
こ
ン
に
札
を
納
し
む
と
そ

こ
こ
に
は
、
 
「
曼
茶
羅
寺

の
奥

の
院
」

説
、
ま
た
宗
善
建
立
説
が
紹
介
さ
れ
て

(
7
)

い
る
。
現
在

の
本
堂
は
、
寛
政
二
年

の
建
立

で
あ
り
、
当
時

は
善
通
寺

の
末
寺

 
 

(8
)

で
あ

っ
た
。

 
近

世
に
入

っ
て
か
ら
は
と
も
か
く
、
平
安
末
期

に
お
け

る
こ
れ
ら

の
寺
院

の

関
係

は
、
以
上

の
よ
う

に
き
わ
め
て
密
接
な
も

の
が
あ

っ
た
。

 

そ
し
て
、
何

よ
り
重
要
な

こ
と
は
、
西
行
が

「
ま
ん
だ

ら
じ

の
行
だ
う
ど

こ

ろ
」

と
は

っ
き
り
記
し
て

い
る
こ
と

で
あ
る
。
既

に
み
て
き
た

よ
う

に
、

こ
れ

は
当
時

の
実
態
を
表

わ
し
て
い
る
も

の
と
思

わ
れ

る
が
、
仮

に
そ
の

こ
と
を
考

慮

し
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
西
行
は

「
曼
茶
羅
寺

の
行
道
所
」

と
認
識

し
て

い
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
西
行

の
意
識

に
お
い
て
は
、
善
通
寺

も
曼
茶
羅
寺

も
行
道
所
も
、

い
わ
ば
同

一
の
寺
域
内

の
こ
と
と

し
て
捉
え
ら
れ

て

い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
従

っ
て
、
善
通
寺

に
お
け

る
詠

の
次
に
行
道
所

に
お
け

る
詠

が
排
列
さ
れ
て

い
る
か
ら
と

い

っ
て
、
異
質

の
も

の
が
並
ん
で

い
る
わ
け
で
は

な
か

っ
た
と
思
う

の
で
あ

る
。

 
第

四
に
、
解
釈

に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

 

一
三
六
九
歌

の
詞
書

に
あ

る

「
大
師
の
む
ま
れ
さ
せ
給
た
る
所
」

は
、
言

う

ま
で
も
な
く
善
通
寺
誕
生
院

の
こ
と

で
あ
る
。
版
本

で
は
、

=
二
六
九
歌

の
次
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に
、
 
「
岩

に
せ
く
あ
か
井

の
水

の
わ
り
な
き

は
心
す
め
と
も
や
と

る
月
哉
」

の

一
首
が
続
く
が
、

こ
の
部
分

は
、
歌
意

よ
り
し
て
、
陽
明
文
庫

本
の
如
く

に
、

こ
の

一
首
前

の

「
は
な
ま

い
ら

せ
け

る
を
り
し
も

を
し
き

に
あ
ら
れ
の
ち
り
け

る
を
」

の
詞
書
が
掛
か
る
形

の
方
が

よ
い
。

 

「
ま
ん
だ
ら

じ
の
行
だ
う
ど

こ
ろ
」

は
、
我
拝
師
山

に
あ
る
。
次

の
歌

の
詞

書

に
よ

っ
て
み
る
と
、
当
時
は

「
筆

の
山
」

と
も
呼
ば
れ
て

い
た
よ
う

で
あ
る

が
、
現
在

の
筆

の
山
は
、
香
色
山
と
我
拝
師
山

の
間

に
あ
る
別

の
山

を
指
す
。

我
拝
師
山
を

か
な
り
登

っ
た
と

こ
ろ
に
、
現
在
出
釈
迦
寺
奥

の
院

(禅
定
寺
)

が
建

て
ら
れ

て
い
る
が
、

そ
の
背
後
は
、
文
字
通
り

「
手
を
立
て

た

る

や

う

な
」
険
峻
な
岩
場
で
あ

る
。

 

西
行
入
滅
後
五
十
年
余
り
を
経
た
仁
治
四
年

(
一
二
四
三
)
、
高
野
山

の

学

僧
道
範
が
、
罪
を
得
て
讃
岐

に
流
さ
れ
、
建
長
元
年

(
=

一
四
九
)

に
赦
さ
れ

て
帰

還
す

る
ま
で
、

六
年
余

り
同
地

に
滞
在
す

る
が
、
そ

の
間

の
こ
と

を

『
南

海

流
浪
記
』

に
書
き
留

め
て
い
る
。

こ
の
道
範
も
寛
元
元
年

(
一
二
四
三
)
九

月

に
行
道
所

に
登

っ
て
い
る
。

 
 
同
月
廿

一
目
大
師
至
二御
行
道
所
幻

世
号
二
世
坂
参
詣
↓

其
路
瞼
岨
嵯
峨
。
老
骨
錐
二

 
 
華
麟
↓
只
人
ニ
タ
ス
ケ
ラ
レ
テ
登
イ
タ
ル
。
此
行
道

ノ
路

ニ
ハ
干
レ今
草
不
レ生
。
清

 
 
浄
寂
箕
タ
リ
。
南
北
諸
国
皆
見
テ
眺
望
疲
レ
眼
。

此
行
道
所

ハ
五
岳
中
岳
。

我
拝
師

 
 
山
西
岬
也
。
大
師
此
塵

二
観
念
経
行
之
間
。

中
岳
青
巌
緑
松
。

巳
釈
迦
如
来
乗
レ雲

 
 
来
臨
影
現
タ
マ
フ
。
大
師
拝
ミ
玉
フ
故
。
云
二我
拝
師
山
一也
。
此
行
道
所

二
数
刻
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(群
書
類
従
本
に
よ
る
)

 
こ
れ

に
よ
る
と
、
行
道
所
は
、
当
時

「
世
坂
参
詣
」

と
も
呼
ば
れ

て
い
た

よ

う
で
あ

る
。
周
囲

の
眺
望
は
誠

に
よ
く
、
眼
が
疲
れ
る
程
で
あ

っ
た
と

い
う
。

行
道
所

の

「
手

を
立

て
た
る
や
う
な
」
岩
場
に
は
、
現
在
鉄

の
鎖
が
垂

ら
し
て

あ

っ
て
、
墓
じ
登
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
も

の
の
助

け
な

し

に
は
、
容
易

に
登

り
得
な

い
よ
う
な
難
所
で
あ

る
。
道
範
も
人

に

助

け

ら

れ

て
、

よ
う
や
く
登

っ
て
い
る
Q

 

二
二
七
〇
歌
は
、
大
師
が
釈
迦

に
巡
り
あ

っ
た
契

り
の
深
さ

に
、
自
ら
も
出

合
う

こ
と
が
出
来

た
、
そ

の
因
縁

の
有
難
さ
を
感
激

を
も

っ
て
詠

ん
で
い
る
9

 

こ
の

「
ち

か
ひ
」

は
、
奥
村
氏
が
指
摘
さ
れ
る
如
く

「
捨
身
誓
願
」

の
伝
承

i
大
師
が
七
歳

の
時

に
、
衆
生
済
度
を
志
し

て
行
道
所

で
修
行

し
、
釈
迦
が

こ

の
願

い
を
叶
え
て
下

さ
る
な
ら
ぽ

お
姿
を
現
わ
し
給

え
と
、
断
崖

の
上

か
ら
身

を
投
げ
た
と

こ
ろ
、
釈
迦
如
来
が
出
現

し
て
、

天
女
が
体
を
抱
き
あ
げ
た
と

い

う
ー
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
抜
き

に
し

て
は
、
 
「
ち

か

ひ
」

の
意
味
は
不
明
確

で
、

こ
の
事
実
を
踏
ま
え
た
上

で

「
き

び

し

き
」

が

「
ち
か
ひ
」

に
か
か
る
と
さ
れ
る
御
指
摘
は
誠

に
卓
見

で

あ

る
。

し

か

し
、

「
き
び

し
き
」
が
同
時

に

「
山
」

に
掛
か
る

こ
と
も
否
定
さ
る
べ
き

で
は
な

い

と
考
え

る
。
山
も

ま
た
実

に

,
厳

し
い
"

の
で
あ
り
、
歌

の
表

現

と

し

て

の

「
き

び
し
き
」
は
、
「
山
」
と

「
ち
か
ひ
」

の
両
方

に
掛
か
る
も

の
と
み
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9
)

 

さ
ら

に
登
る
と
、
「
大
師

の
御
師

に
逢

ひ
ま
ゐ
ら
せ
さ
せ
お
は

し
ま
し
た
る
」

伝
承

の
あ
る
峯
で
あ

る
。
遠
く
か
ら
見

る
と
、 

「
ふ
で
に
似

て
、

ま
ろ
く

と

山

の
み
ね
の
さ
き
の
と
が
り
た
る
や
う
な

る
」
峯
も
、
実
地

に
見

る
と
、

か
な

り
大
き
な
堂
宇

を
も
建

て
得
る
広

さ
を
も

っ
た
、
比
較
的
平
坦
な

土

地

で

あ

る
。

こ
こ
に
大
師
は

「
御
経

か
き
て
う
づ
ま

せ
」
 
「
師

に
あ

は
せ
を
は
し
ま
し

た
る
」

し
る
し

に
塔

を
建
立

し
た
け
れ
ど
も
、
西
行
が
登

っ
た
時

に
は
す

っ
か

り
荒
廃

し
、
礎
石
を
残
す
ぼ

か
り
で
あ

っ
た
と

い
う
。
現
在
も
、
堂
宇

の
礎
石

か
と
み
れ
ぽ
そ

の
よ
う

に
も
見
得

る
大
き
な
石
が
散
在

し
て
い
る
。
筆

の
山

に

「
か
ま

へ
て
か
き

つ
き

の
ぼ
り
」
、
塔

の
廃
墟

の
礎
石
を
見

つ
め

て
そ

の

感

慨

を
歌

っ
た
の
が

二
二
七

一
歌

で
あ
る
。

 
と

こ
ろ
で
、
こ
の

「
捨
身
誓
願
」

の
伝
承
は
、
空
海
伝

の
中

で
ど

の
よ
う

に

一13一



位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

 
空
海

の
伝
記

に
関

し
、
根
本
資
料

と
な
す

べ
き
は
、
空
海

入
滅
後

三
十
四
年

を
経

た
貞
観
十

一
年

(
八
六
九
)

に
撰
進
さ
れ
た
正
史
た

る

『
続
日
本
後
紀
』

で
あ

ろ
う
。
同
書

承
和

二
年

(
八
三
五
)

三
月

廿

一
日
の
条

に
は
、
次

の
よ
う

な
記
載

が
あ
る
。

 
 
於
レ
是
信
一大
聖
之
誠
言
鱒
望
二
飛
焔
於
鑛
燧
↓
墓
二囲
阿
波
国
大
瀧
之
嶽
司

勤
二念
土

 
 
佐
国
室
戸
之
崎
司
幽
谷
鷹
レ聲
明
星
来
影
。

こ
の

『
続
日
本
後
紀
』

の
崩
伝
は
、
藤
原
良
房
等
奉
勅
撰

『
大
僧
都
空
海
伝
』

に
基
づ
く
も

の
で
あ

る
が
、
右

の
引
用
部
分

は
、
さ
ら

に
空
海
二
十
四
歳

の
折

の
著
作

で
あ

る

『
三
教
指
帰
』
序
文
に
ほ
ぼ
同
文

で
載

っ
て
お
り
、
 
『
続

日
本

後
紀
』

の
当
該
部
分

の
記
述
が
、 
『
三
教
指
帰
』

に
拠

っ
て

い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ

る
。

 

こ
の
阿
波
大
瀧
之
嶽
及
び
土
佐
室
戸
之
崎

に
お
け
る
修
行

の
記
述

は
、
以
後

の
彩

し
い
数

の
空
海
伝

に
必
ず

み
ら
れ

る
も

の
で
あ

る
。

 

こ
の

『
続
日
本
後
紀
』

に
お
け
る
記
述

を
核
と
し

て
、
空
海

の
事
蹟

に
関
す

る
伝
承
は
、
時
間

の
経
過
と
と
も
に
、
大
き
く
成
長
し

て
い
く

こ
と
に
な

る
。

 

い
ま
問
題
と
し
て
い
る

「
捨
身
誓
願
」

の
伝
承
も

『
三
教
指
帰
』

や

『
続
日

本
後
紀
』

の
記
述
は
も
と
よ
り
、
空
海
入
滅
後

程
経
ぬ
時
点

で
成
立

し
た

と
思

わ
れ
る
伝
真
済
著

『
空
海
僧
都
伝
』
を
は
じ

め
、
宗
門
正
統

の
空
海
伝
と

い

っ

て
よ
い

「
太
政
官
符
案
井
遺
告
」

「
遺
告
真
然
大
徳
等
」

「遺
告
諸
弟
子
集
」
「
遺

告

二
十
五
箇
条
」
等

の
、

い
わ
ゆ
る
御
遺
告
諸
本

の
中

に
も
未
だ
現

わ
れ

て
い

な

い
。

 

こ
れ
ら

の
遺
告
諸
本

に
つ
い
て
は
、

上
山
春
平
氏
が
詳
し
く
考
察

さ
れ

て
い

る
。

こ
れ
ら

の
系
統
関
係
を
跡
づ
け
た
上
で
、
遺
告
諸

本

に
、
寛
平

七
年

(
八

九
五
)

に
貞
観
寺
座
主

の
著

し
た

『
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』

の
影
響
が

み

ら
れ

る
と

こ
ろ
か
ら
、
遺
告
諸

本
が
そ
れ
以
後

の
成
立
で
あ
る

こ
と
を
考
証
さ

 
 
 
(10
)

れ
て
い
る
。

 

「
捨
身
誓
願
」

の
伝
承
は
、
そ
れ
が
遺
告

諸
本

に
も
載

っ
て
い
な

い
と

こ
ろ

を
み
る
と
、
さ
ら
に
そ
れ
以
後

の
成
立
と

み
て
よ

い
の
で
あ

ろ
う
。

 

も
と

よ
り
文
献

に
記
さ
れ
な
か

っ
た
か
ら
、
そ
う

し
た
事
実
が
無
か

っ
た
と

す

る
こ
と
は
で
き

な
い
。
実
際

に
空
海
が
我
拝
師
山

の
行
道
所

で
修
行

し
た

こ

と
も
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
Q

が
、
 
『
三
教
指
帰
』

に
は
、
土
佐
室
戸

之
崎

に
お

い

て
、
修
行
中

に
明
星
が
来
影
し
た
と
い
う
宗
教
的
体
験
を
記
す
が
、 

「
捨
身
誓

願
」

の
こ
と

に
は
余
く
触
れ

て
い
な

い
。

 
も

し
空
海
に
我
拝
師
山

に
お

い
て
釈
迦
と
出
会

っ
た
と

い
う
宗
教
的
体
験
が

あ
れ
ば
、
上
記

の
体
験
と
並
べ

て
、
あ

る
い
は
そ
れ
以
上

の
体
験
と

し
て
記
さ

れ
て
よ
か

っ
た
で
あ

ろ
う
。

 
上
山
氏
は
、
空
海

の
仏
道
修
行
は
、
都

の
大
学

で
学
を
修
め
、

お
そ
ら
く
官

僚

と
し
て
の
出
世

を
願

っ
た

で
あ
ろ
う
周
囲

の
期
待
を
、

い
わ
ぽ
裏
切

る
形

で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11
)

行

わ
れ
た

で
あ
ろ
う

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、

七
歳

に
し

て
、
衆
生
済
度

の
為

に
身
命
を
も
厭
わ
ぬ
自
己
犠
牲
を
示
し
て

い
る
こ
と
も
不

審

で

あ

る
。

「
捨
身
誓
願
」

の
奇
瑞
諦

は
、
や
は
り
後
代

の
伝
承

と
し
て
理
解
す

る
の
が
妥

当

で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

 

し
か
し
、
と
も
あ
れ
平
安
朝

の
あ
る
時
期

に
そ
う
し
た
伝
承
が
生
じ
、
そ
れ

に
よ

っ
て
西
行

の
時
代

に
は
す

で
に
善
通
寺

に
お
い
て
釈
迦
が
添
え
ら
れ

た
弘

法
大
師

の
肖
像
画
が
描

か
れ
、
又
地
元

に
お

い
て
は
我
拝
師
山

の
名
が
、
人

々

の
間

に
広
く
定
着

し
て
い
た

の
で
あ
る
。

西
行
も
又
、
そ

の
よ
う
な
伝
承

を
少

し
も
疑

っ
て
い
な
い
。
疑

っ
て
い
な

い
の
み
な
ら
ず
、

む
し
ろ
、
大
師

の
そ
の

よ
う
な
体
験

の
場

に
、
自
ら
も
立

つ
こ
と
が
出
来
た
吾
び
を
、
感
激

を
も

っ
て

詠

じ
て
い
る

の
で
あ

る
。
西
行

の
弘
法
大
師

に
寄

せ
る
畏
敬

の
念

は
、
き
わ

め
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(12
)

て
深

い
も

の
で
あ

っ
た
Q

 
そ

の
よ
う
な
西
行

に
と

っ
て
、
さ
ら

に
阿
波

の
大
滝
之
嶽
や
土
佐

の
室
戸
之

崎

へ
足
を
伸
ば
そ
う
と

い
う
思

い
を
強
く
抱
く
に
至

っ
た

こ
と
は
当
然

の
こ
と

で
あ

っ
た
ろ
う
。
実
際

に
土
佐
下
向

の
意
向
を
持

っ
て
い
た

こ
と
が
、
 
『
西
行

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13
)

上
人
集
』
所
収
歌

の
詞
書

に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

 

さ
て
、
問
題

の
左
注

で
あ

る
。
ま
ず

西
行

は
、
大
師

の
御
影
を
想
起

し
て
い

る
。
大
師

の
御
影
に
は
、
そ
ぼ

の
や

Σ
高

い
所
に
、
 
「
大
師

の
御
師
」
す
な
わ

ち
釈
迦
如
来

の
姿
が
描
か
れ

て
い
た
。

こ
の
御
影

は
、
大
師
が
唐

へ
留
学
す
る

に
際

し
て
帰
郷
し
た
折
、
生
前

の
再
会
は
む
ず

か
し
い
と
嘆
く
母
の
為

に
、
自

ら

の
姿

を
池

に
映
し
て
描

い
た
も

の
だ
と
寺
伝

に
伝
え

る
も

の
で
あ

る
。

 
道
範
も

こ
れ
を
見

て
お
り
、 

『
南
海

流
浪
記
』

に
、

 
 
此
御
影

ハ
大
師
御
入
唐
之
時
自
圖
レ之
奉
γ預
二
御
母
儀
一云
々
。
同
等
身
像
云
々
。
大

 
 
方
様
如
二普
通
御
影
司
但
於
二左
之
松
山
ノ
上
一釈
迦
如
来
影
現
形
像
有
レ之
云
々
。

と
記
し
て

い
る
。
左

の
松
山

の
上

に
、
釈
迦
如
来
の
姿
が
描
か
れ
て

い
る
の
が

特
徴
だ
と

い
う

の
で
あ
る
。
同
書

に
は
、
鎌
倉
期

に
入

っ
て
、
し
ぽ

し
ぽ

こ
の

御
影
が
院
や
親
王

の
上
覧

に
供

さ
れ
、
免
田
が
下
賜
さ
れ
た

こ
と
、
又
模
写
が

行

わ
れ
た

こ
と
が
具
体
的
に
記

さ
れ

て
い
る
Q

こ
の
画
像

の
隅

に
釈
迦
如
来
が

や
L
小
さ
く
描
き
添
え
ら
れ
る
様
式

は
、
善
通
寺
式

と
し
て
大
き
な
特
徴

を
な

す
も

の
で
あ
る
が
、
善
通
寺

に
は
、
現
在
も

こ
の
様
式

の
画
像
が
秘
仏
と

し
て

蔵

さ
れ

て
い
る
と
い
う
Q

 

こ
の
よ
う
な
釈
迦
如
来
が
添

え
ら
れ
る
様
式

の
御
影
は
、
も

ち
ろ
ん

「
捨
身

誓
願
」

の
伝
承

を
踏
ま
え

て
の
も

の
で
あ

ろ
う
。

す
る
と
、

こ
の
大
師
像

の
記

述

は
、

一
三
七
〇
及
び

二
二
七

一
の
歌
及
び
詞
書
で
述

べ
て
き
た
内
容

と
密
接

に
照
応
す
る
こ
と
に
な

る
。

 

さ
ら
に
、
大
師
の
筆
蹟
が
想
起
さ
れ
る
。
東
西
南
北

の
四

つ
の
門

の
大
師

の

筆

に
な
る
額

は
、
少

々
破
損
し
て

い
る
が
、

お
お
よ
そ
造
ら
れ
た
当
時

と
変

ら

な

い
状
態
で
あ

っ
た
。

 

道
範
も

こ
の
額

の
こ
と

に
触
れ

て
い
る
。

 
 

御
筆
之
額
二
枚
有
レ
之
。
皆
善
通
之
寺
ト
ア
ソ
バ
サ
レ
タ
リ
。

そ

の
額

に
は

「
善
通
之
寺
」
と
記
さ
れ
て

い
た
が
、
西
行

の
見

た
時

に
は
四
枚

と
も
残

っ
て
い
た
も
の
が
、
道
範

の
時
代

に
な
る
と
二
枚

に
減

じ
て
い
た
と

い

う
。
 
「
す
ゑ

に
こ
そ

い
か
が
な
り
な
ん
ず

ら
ん
」

と
い
う
西
行

の
心
配
は
、
早

く
も
現
実

の
も

の
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

大
師

の
筆
蹟
が
想
起

さ
れ

る
の
は
、
我
拝
師
山
頂

の
大
師
建
立

の
塔

の
廃
櫨

を
眼
前

に
し

て
、
少

々
わ
れ
か
け
た
大
師
筆
跡

の
額

に
危
惧
の
念

を
抱

い
た
か

ら

で
あ
る
。
又
歌

の
表
現

の
点

で
は
、

一
三
七

一
歌

の

「
ふ
で
の
山
」
「
か
き
」

の
語

に
対
応
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
す

ゑ
に
こ
そ
…
…
」
以
下

は
、
従

っ
て
、

塔

の
廃
墟

を
前

に
し
た
西
行

の
強

い
詠
嘆
な
の
で
あ
り
、
塔

の
廃
櫨

の
礎
石

に

触
発
さ
れ
た
無
常

の
思

い
が
、
善

通
寺

の
大
師

の
御
影
や
筆
蹟
を

想

起

せ

し

め
、

こ
の
塔
と
同
じ
よ
う
に
、
末

は
ど

の
よ
う
に
な
る
の
か
と
憂
慮

の
念

を
表

明

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

か
く

て
、

こ
の
左
注

は
、

=
二
七

一
歌

の
左
注

と
し
て
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と

思
わ
れ

る
の
で
あ
り
、

一
三

六
九
歌

の
左
注
と
し
て
み
る
と
、

い
か

に
も
そ
ぐ

わ
な

い
印
象
を
受

け
る
の
を
否

め
な

い
で
あ
ろ
う
。

一
三

六
九

の
詞
書

に

「
大

師

の
む
ま
れ
さ
せ
給

た
る
所
」
と
あ

っ
て
、
左
注

で

「
善
通
寺

の
…
…
」

と
改

め
て
記
述
す
る

の
も
、
不
自
然

で
あ

る
。

 

以
上
さ
ま
ざ
ま
な
面

か
ら

こ
の
問
題
を
検
討

し
て
き
た
が
、
そ

の
結
果

、
問

題

の
左
注
は
、
や
は
り
現
状
ど

お
り

で
よ

い
と
思

わ
れ
る

の

で

あ

り
、
従

っ

て
、
 
『
山
家
集
』
の
当
該
部
分

に
錯
簡

を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
で
あ

ろ
う
、

と

い
う

の
が
小
稿

の
結
論

で
あ

る
。
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注

1
 
歌
番

号
は
陽
明
文
庫
本
に
拠
る
。

 

2
 

奥
村

恒
哉

氏

「山
家
集
、
註
釈
及
び
錯
簡
考
」
、

(『国
語
国
文
』、
京
都
大
学
文

 
 
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
、
昭
和
五
十
九
年
二
月
)

 

3
 
久
保
田
淳

氏
編

『
西
行
全
集
』 

〆昭
和
五
十
七
年

七
月
刊
)
に
拠

る
。

 

4
 
拙
稿

「西
行

上
人
集
伝
本
考
」 

(
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部

『日
吉
論
文
集
』

 
 

三
十
五
号
、
昭
和
六
十
年

三
月
ノ
参
照
。

 

5
 
竹
内
理
三
氏
編

『平
安
遺
文
』 

(昭
和

二
二
～

五
五
年
、
東
京
堂
出
版
)

 

6
 

『善
通
寺
市
史

』
第

一
巻

(善
通
寺
市
、
昭
和
五
十

二
年
七
月
刊
)
参
照
。

 

7
 
寂
本

の
著
し
た
元
禄

二
年

(
一
六
八
九
)
刊

『四
国
遍
禮
霊
揚
記
』

の

「我
拝

 
 
師

山
出
釈
迦
寺
」

の
項
に
、
次

の
如
く
あ

る
。

 
 
 
此
寺
は
曼
茶

羅
寺

の
奥
院

と
な

ん
。
西
行

の
か
け
る
に
も
。
ま
ん
た
ら

し
の
行

 
 
 
道
所

へ
の
ほ
る
は
。

よ
の
大
事

に
て
。
手
を
立
た
る
や
う
な
り
、
大
師

の
御
経

 
 
 
書

て
埋
ま
せ
お
は
し
ま

し
た

る
山
の
峯
な
り
と
。
俗
是
を
世
坂
と
号

す
其
道

の

 
 
 
程
瞼
岨
に
し
て
参
詣

の
人
杖
を
拗
岩
を
取
て
登
臨

す

(中
略
)
む
か
し
ょ
り
堂

 
 
 
も
な
か
り
き
を
。
ち
か
き
比
宗
善

と
い
ふ
入
道

の
あ
り
け
る
か
心

さ

し

あ

り

 
 
 

て
。
麓
に
寺
を
建
立
せ
り
と
な

り
。 

(以
下
略
)

 
 

『金
毘
羅
参
詣
名
所
図
会
』

は
、

こ
う

し
た
資
料

に
拠

っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 

8
 
彰
考
館
蔵

『寺
院
本
末
帳
』

(『江
戸
幕
府
寺
院
本
末
帳
集
成
』
上
巻
所
収
、
寺

 
 
院
本
末
帳
研
究
会
編
。
昭
和

五
十
六
年
十

一
月
、
雄

山
閣
出
版
)

 

9
 
陽
明
文
庫
本

=
二
七
〇
詞
書

「御
経

か
き
て
う
づ

ま
せ
を
り
ま
し
た
る
…
…
」、

 
 

「行
道
し
を

り
ま

し
け

る
…
…
」
、

=
二
七

一
詞
書

「御
師

に
あ
ひ
ま
い
ら
せ
さ

せ

 
 

を
り
ま

し
た
る
…
…
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「を
は
し
ま
し
た
る
…
…
」

の
誤
写

で
あ

 
 

る
。

 

10
 
上
山
春
平
氏

『空
海
』 

(朝

日
新
聞
社
、
昭
和
五
十
六
年
九
月
刊
)

 

11
 

上
山
春
平
氏
、
前
掲
書
皿
5
参
照
。

 

12
 

山
田
昭
全
氏

「西
行

の
弘
法
大
師
信
仰
1
そ

の
四
国
旅
行

の
吟
味
1
)

(
『豊
山

 
 
学

報
』
第

二
十
入

・
二
十
九
合
併

号
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
)
参
照
。

 

13
 

『西
行
上
人
集
』
四
五
入

(李
花
亭
文
庫
本
に
拠

る
) 

「
こ
ン
を
又
我
す
み

か

 
 

へ
て
う
か
れ
な

は
松
や
ひ
と
り
に
な
ら
ん
と
す
ら
ん
」
の
歌
に
、 

「土
佐

の
か
た

 
 

へ
や
ま
か
ら
ま
し
と
思
ひ
立
事
侍

し
に
」
と

い
う
詞
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 

川
村
晃
生
氏

「西
行

の
四
国

下
向
-
大
師
遺
跡
巡
礼
歌
群
に

つ
い
て
ー
」

(『
三

 
 

田
国
文
』
第

一
号
、
昭
和
五
十
八
年

一
月
)
参
照
。

〈
付
記
〉

 
 
実
地
調
査
に
際
し
、
徳
治
二
年
古
地
図
に
つ
き
種

々
御
教
示
を
賜

っ
た
曼
茶
羅
寺

 
の
高
吉
清
順
師
、
ま
た
何
か
と
御
高
配
を
賜

っ
た
善
通
寺
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た

 
い
。

 
 
な
お
、
本
稿
は
昭
和
六
十

一
年
十

一
月

一
日
、
慶
應
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
に

於
て
行
っ
た
講
演
の
内
容
の

一
部
を
も
と
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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