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以
上
、
本
書
の
第
一
章
で
は
「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
に
つ
い
て
、
第
二
章
で
は
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
に
つ
い
て
、
第
三
章
で
は

「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

　
三
つ
の
絵
巻
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
、
各
章
で
論
を
尽
く
し
た
。
ま
た
三
つ
の
絵
巻
は
制
作
さ
れ
た
場
も
時
代
も
目
的
も
異
な

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
終
章
で
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
何
か
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
三
つ
の
物
語
の
構
成
が
類
似
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
三
者
を
相
互
に
比
較
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
再
考
し
て
み
た
い
。

　
こ
の
三
つ
の
絵
巻
に
は
、
ど
れ
に
お
い
て
も
女
性
が
登
場
し
、
そ
の
ど
れ
に
お
い
て
も
、
女
性
は
場
を
移
動
す
る
。「
粉
河
寺
縁

起
絵
巻
」
の
第
二
話
で
は
長
者
の
娘
が
河
内
国
讃
良
郡
か
ら
粉
河
へ
、「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
下
巻
で
は
尼
公
が
信
濃
か
ら
信
貴

山
へ
、「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
で
は
化
粧
を
間
違
え
た
娘
が
小
野
へ
と
移
動
す
る
。
移
動
し
た
先
は
聖
域
で
あ
り
、
女
性
は
そ
の
聖
域

で
出
家
し
た
り
、
往
生
し
た
り
す
る
。
移
動
す
る
前
の
俗
世
を
A
、
聖
域
を
B
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら
女
性
の
移
動
の
物
語
を
次
の

よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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野
山
の
領
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
長
者
の
屋
敷
は
、
多
く
の
産
物
が
運
び
込
ま
れ
人
も
多
い
、
俗
世
の
欲
望
に
溢
れ
た
場

と
な
っ
て
い
た
。
一
方
の
B
は
、
観
音
堂
が
中
央
に
立
つ
粉
河
の
清
浄
な
空
間
で
あ
っ
た
。
B
の
粉
河
寺
領
は
A
の
高
野
山
領

に
対
し
、
宗
教
性
の
高
い
聖
な
る
空
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
A
と
B
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
堺
相
論
の

最
中
に
あ
る
粉
河
寺
に
と
っ
て
、
敵
対
す
る
高
野
山
と
、
守
る
べ
き
自
己
と
を
、
対
比
さ
せ
て
表
象
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
。

　
し
か
し
A
・
B
と
い
う
場
を
、
長
者
の
娘
の
立
場
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
も
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
は
対
照
的
な

場
で
は
な
く
、
と
も
に
男
性
の
支
配
す
る
領
域
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
同
質
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
A
は
財
力
の
あ
る
父
が
支

配
す
る
家
、
B
は
娘
が
恋
心
を
抱
い
た
童
（
男
）
で
あ
る
粉
河
観
音
が
君
臨
す
る
領
域
な
の
で
あ
る
。

　
A
に
お
い
て
女
性
は
、
富
裕
な
父
を
持
つ
娘
と
し
て
、
父
の
屋
敷
の
中
の
一
室
で
病
に
伏
せ
る
姿
で
登
場
す
る
。
し
か
も
娘
は

A
に
お
い
て
、
父
の
娘
で
あ
る
上
に
、
粉
河
の
童
に
病
を
治
し
て
も
ら
い
そ
の
童
に
執
心
を
も
抱
い
て
し
ま
う
た
め
、
童
に
も
従

属
す
る
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
娘
は
童
に
恋
心
を
抱
く
の
だ
が
、
一
方
の
童
は
娘
を
ど
う
見
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
第
三
章
に
お
け
る
不
浄
観
に
つ
い
て
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
推
測
し
う
る

の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
面
の
絵
を
見
る
と
、
童
は
、
九
相
図
の
死
体
に
も
等
し
い
不
浄
な
姿
で
横
た
わ
る
病
の
娘

に
対
し
、
少
し
距
離
を
置
い
て
横
向
き
に
座
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
［
図
1
］。
こ
の
図
像
は
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
た

ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
蔵
「
二
河
白
道
図
」
の
中
の
図
像
［
図
2
］
と
類
似
し
て
い
る
。
つ
ま
り
童
が
娘
に
対
し
不
浄
観
を
な
す

位
置
に
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
童
は
祈
禱
を
し
な
が
ら
も
娘
の
不
浄
を
観
想
し
た
こ
と
に
な
る
。

童
が
娘
の
執
心
を
受
け
入
れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
、
童
の
方
が
娘
を
「
見
る
」
立
場
、
す
な
わ
ち
優
位
な
立
場
に
あ
る
こ
と
は
、
こ

の
図
像
に
よ
っ
て
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
A
に
お
い
て
娘
は
、
父
に
も
童
に
も
従
属
す
る
劣
位
の
立
場
に
置
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
　
　［
俗
世
］
A
　
→
　
　
越
境
　
　
→
　［
聖
域
］
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

（
出
家
・
往
生
）

　
三
つ
の
絵
巻
に
は
互
い
に
関
連
性
は
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
構
成
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
三
つ

の
絵
巻
で
は
ど
れ
に
お
い
て
も
、
女
性
の
移
動
に
男
性
が
関
係
し
て
い
た
。「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
で
は
、
病
気
の
娘
を
治
す
粉
河

の
童
が
登
場
し
、
娘
は
そ
の
童
に
執
心
を
抱
い
て
粉
河
へ
行
き
そ
こ
で
出
家
す
る
。「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
尼
公
は
、
か
つ
て
別

れ
た
弟
の
命
蓮
に
会
お
う
と
信
濃
を
出
て
奈
良
へ
向
か
い
、
信
貴
山
に
到
達
し
命
蓮
と
と
も
に
暮
ら
す
。「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
で
は
、

間
違
え
て
化
粧
を
し
た
姿
を
男
性
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
娘
は
小
野
へ
行
き
出
家
し
て
母
と
と
も
に
隠
遁
生
活
を
送
る
。

　
三
つ
の
物
語
を
、
男
性
と
関
わ
り
な
が
ら
女
性
が
俗
世
か
ら
聖
域
へ
移
動
す
る
物
語
と
見
る
な
ら
ば
、
三
者
を
相
互
に
比
較
す
る

こ
と
も
可
能
と
な
る
。
で
は
三
つ
の
絵
巻
は
こ
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
女
性
が
A
か
ら
B
へ
移
動
し
、
そ
こ
で
出
家
・
往
生
す
る
物
語
と
す
る
の
は
、
A
と
B
を
俗
世
と
聖
域
と
し
て
対
比
さ
せ
、

か
つ
、
A
よ
り
も
B
の
方
が
よ
り
良
い
場
、
よ
り
理
想
的
な
場
で
あ
る
と
言
う
た
め
で
あ
ろ
う
。
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
巻
の
A

と
B
に
は
何
が
配
置
さ
れ
、
何
が
俗
世
と
聖
域
の
違
い
を
見
せ
る
特
性
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
A
か
ら
B
へ

移
動
す
る
女
性
の
立
場
に
立
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
A
と
B
は
ど
の
よ
う
な
場
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

終
章
で
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

　「粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」

　「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
の
第
二
話
で
は
、
女
性
が
、
河
内
国
讃
良
郡
の
長
者
の
屋
敷
か
ら
、
粉
河
観
音
の
い
る
粉
河
の
地
へ
と
移

動
す
る
。
讃
良
郡
が
A
、
粉
河
の
地
が
B
で
あ
る
。
第
一
章
の
考
察
に
よ
っ
て
、
A
は
、
粉
河
寺
が
堺
相
論
で
敵
対
し
て
い
た
高



終
章
　
三
つ
の
絵
巻
に
お
け
る
「
俗
世
」
と
「
聖
域
」

363 362

　
そ
れ
は
こ
の
絵
巻
が
、
粉
河
寺
と
高
野
山
と
の
堺
相
論
と
い
う
男
性
同
士
の
闘
争
の
場
に
お
い
て
作
ら
れ
、
一
方
の
男
性
た
ち
が

も
う
一
方
の
男
性
た
ち
に
対
す
る
自
己
の
優
位
を
主
張
し
よ
う
と
、
女
性
像
を
使
っ
て
制
作
し
た
絵
巻
で
あ
る
た
め
だ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
状
況
の
中
で
、
男
性
（
強
・
上
）
�
女
性
（
弱
・
下
）
と
い
う
家
父
長
制
社
会
に
お
け
る
男
女
の
力
関
係
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ

た
価
値
観
に
よ
っ
て
、
女
性
は
、
自
己
（
男
性
）
よ
り
も
下
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
下
位
に
位
置
づ
け
た
い
他
者
（
男

性
）
よ
り
も
さ
ら
に
劣
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
敵
対
す
る
男
性
よ
り
も
さ
ら
に
女
性
を
劣
位
に
置
い
て
描
く
の

は
、
敵
に
属
す
る
女
を
貶
め
る
こ
と
が
そ
の
男
を
も
貶
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
表
象
が
、
自
己
に
属
す
る
女
さ

え
救
え
な
い
男
と
し
て
敵
を
蔑
む
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
女
性
像
の
使
い
方
は
、
序
章
で
見
た
「
男
衾
三
郎
絵

巻
」
に
お
い
て
、
注
文
主
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
貴
族
が
、
他
者
で
あ
る
武
士
の
妻
や
娘
の
「
醜
い
」
姿
を
絵
の
中
に
見
て
、
武
士

を
蔑
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
と
も
共
通
す
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
絵
巻
の
第
一
話
に
お
い
て
は
、
家
父
長
制
社
会
の
価
値
観
と
は
別
の
形
で
粉
河
の
姿
が
描
か
れ
て
い
た
。
第
一
話

の
最
終
場
面
を
も
う
一
度
見
る
な
ら
ば
、
粉
河
の
観
音
堂
の
前
に
は
、
男
性
と
と
も
に
女
性
も
参
集
し
て
い
る
［
第
一
章
図
13
］。
紙
の

焼
け
跡
の
左
側
に
座
る
人
た
ち
を
見
る
と
、
性
別
に
よ
っ
て
座
る
位
置
は
分
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
男
女
は
混
在
し
て
円
陣
の
中
に
配

置
さ
れ
て
い
る
。
夫
婦
や
親
子
と
い
っ
た
組
み
合
わ
せ
は
な
く
、
男
女
各
個
人
が
参
集
し
て
い
る
と
い
う
様
子
で
あ
る
。
焼
け
跡
の

右
側
に
は
、
親
子
と
思
わ
れ
る
三
人
連
れ
と
、
夫
婦
と
お
ぼ
し
き
一
組
の
男
女
が
並
ん
で
座
っ
て
い
る
が
、
そ
の
夫
婦
二
人
の
位
置

や
大
き
さ
に
も
、
差
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
家
父
長
制
社
会
成
立
以
前
の
社
会
の
様
子
、
あ
る
い
は
、
家

父
長
制
の
価
値
観
に
は
回
収
さ
れ
な
い
あ
り
方
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
［
1
］。
そ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
り
こ
の

絵
巻
が
、
第
二
話
の
よ
う
な
男
性
の
論
理
の
み
を
良
し
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
話
で
は
第
二
話
と
は
異
な

る
価
値
観
に
基
づ
く
情
景
を
、
自
己
の
「
過
去
」
の
情
景
、
理
想
的
な
情
景
と
し
て
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
第
二
話
で
は
、
女
人
禁
制
と
い
っ
た
家
父
長
制
と
パ
ラ
レ
ル
な
価
値
観
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
高
野
山
に
対
抗
す
る
た
め

　
そ
し
て
娘
は
一
族
と
と
も
に
粉
河
へ
向
か
い
、
聖
域
B
の
粉
河
観
音
の
前
で
出
家
を
す
る
。
そ
の
た
め
B
と
い
う
場
は
、
俗
世

A
と
は
異
な
る
場
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
娘
が
執
心
を
抱
い
た
相
手
は
そ
の
観
音
で
あ
り
、
B
は
そ
の
観
音
が
君
臨
す

る
本
拠
地
で
あ
る
た
め
、
娘
は
そ
こ
で
仏
で
あ
る
観
音
（
男
）
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
観
音
（
男
）
を
前
に
ひ
れ
伏
し
拝
む
し

か
な
く
な
る
。
粉
河
観
音
で
あ
っ
た
男
と
娘
と
の
間
に
は
こ
う
し
て
、
B
の
粉
河
に
お
い
て
も
、
上
下
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
く
。

女
性
は
俗
世
を
離
れ
聖
域
に
行
く
の
だ
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
男
女
の
上
下
関
係
、
主
従
関
係
は
継
続
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
A
と
B
は
高
野
山
領
と
粉
河
寺
領
と
い
う
対
比
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
娘
の
立
場
を
起
点
に
し
た
ジ
ェ
ン
ダ

ー
の
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
A
と
B
は
と
も
に
男
性
の
支
配
す
る
、
男
性
の
論
理
に
貫
か
れ
た
場
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
ど
ち

ら
に
お
い
て
も
娘
は
劣
位
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

図 1	 粉河寺縁起絵巻　第 3段　粉河寺蔵

図 2	 二河白道図　クリーブランド美術館蔵
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い
た
。
左
を
巻
き
広
げ
て
見
る
絵
巻
の
中
で
、
右
向
き
に
走
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
男
性
僧
侶
が
絵
巻
の
こ

の
後
の
場
面
に
は
登
場
し
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
慌
て
て
走
り
去
る
そ
の
姿
は
、
こ
の
僧
が
不
浄
観
を
な
し
え
な
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
、
女
性
を
不
浄
と
見
る
よ
う
な
男
性
の
論
理
は
、
A
に
お
い

て
早
々
と
排
除
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
A
で
は
娘
の
父
親
が
登
場
し
な
い
。
娘
と
母
が
住
む
屋
敷
は
檜
皮
葺
き
の
屋
根
を
持
つ
大
き
な
建
物
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
家
父
長
で
あ
る
男
性
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
男
性
の
存
在
は
詞
書
に
も
仄
め
か
さ
れ
て
い
な
い
。
家
父
長
で
あ
る

父
が
い
る
家
な
ら
ば
、
母
も
娘
も
そ
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
た
め
、
母
と
娘
の
み
が
そ
の
屋
敷
を
去
っ
て
小
野
で
隠
遁
す
る
物
語
は

描
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
で
は
、
同
じ
よ
う
に
父
の
屋
敷
を
出
て
粉
河
へ
行
く
娘
に
、
負
の
性
質
が
付
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
で
は
、
父
が
い
な
い
た
め
、
娘
が
そ
の
家
か
ら
去
り
隠
遁
す
る
物
語
と
し
て
も
違
和
感
が

な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
A
に
お
い
て
娘
は
、
顔
の
墨
を
自
ら
水
で
洗
い
流
す
。
こ
れ
は
、
娘
が
自
分
で
「
不
浄
」
の
体
を
脱
し
え
た
こ
と
を
見

せ
る
も
の
で
あ
る
。「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
で
は
、
娘
の
病
は
童
（
男
）
の
祈
禱
で
治
る
の
だ
が
、「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
で
は
、
娘
は

男
の
力
を
借
り
ず
に
「
不
浄
」
の
体
を
脱
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
こ
の
絵
巻
で
は
、
A
と
B
を
対
比
さ
せ
つ
つ
、
A
に
お
い
て
も
男
性
の
論
理
を
当
然
の
も
の
と
せ
ず
、
B
を
導

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
B
に
お
い
て
は
、
そ
の
空
間
の
最
終
場
面
で
、
娘
と
母
が
隠
遁
生
活
を
送
る
場
が
、
二
重
に
水
景
を
隔
て
た
先
に
展
開

す
る
。
こ
の
絵
巻
で
は
、
聖
域
B
の
中
の
さ
ら
な
る
聖
域
と
し
て
、
女
性
二
人
が
仏
道
修
行
を
す
る
場
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
絵
巻
で
女
性
が
俗
世
A
か
ら
聖
域
B
に
移
動
す
る
物
語
を
通
し
て
何
を
重
要
な
も
の
と
し
て
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
、

絵
巻
全
体
の
構
成
に
お
け
る
こ
の
最
終
場
面
の
設
定
が
物
語
っ
て
い
よ
う
。

に
、
家
父
長
制
の
価
値
観
を
も
っ
て
、
女
性
が
俗
世
か
ら
聖
域
へ
移
動
す
る
物
語
を
使
い
、
高
野
山
と
粉
河
が
表
象
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
掃
墨
物
語
絵
巻
」

　「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
で
は
、
化
粧
を
間
違
え
て
し
ま
っ
た
た
め
に
男
性
に
逃
げ
ら
れ
た
女
性
が
、
小
野
へ
移
り
出
家
し
、
母
尼
と

と
も
に
隠
遁
生
活
を
送
る
。
こ
の
絵
巻
で
は
、
俗
世
A
と
聖
域
B
に
よ
っ
て
何
を
対
比
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
絵
巻
で
は
、「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
や
、
領
域
を
支
配
す
る
者
の
性
質
な
ど
を
対
比
さ
せ
よ

う
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
絵
巻
の
A
で
は
、
男
性
が
女
性
に
対
し
不
浄
観
を
な
す
情
景
が
描
か
れ
、
B
に
お
い
て
は
、
娘
が
小

野
で
出
家
し
遁
世
す
る
情
景
が
描
か
れ
て
い
た
。
第
三
章
の
考
察
を
経
て
A
と
B
の
性
格
を
考
え
る
な
ら
ば
、
俗
世
A
は
、
女

性
を
不
浄
と
見
る
よ
う
な
男
性
の
価
値
観
に
支
配
さ
れ
て
い
る
場
と
し
て
、
聖
域
B
は
、
そ
の
よ
う
な
価
値
観
を
持
つ
男
性
は
い

な
い
場
と
し
て
対
比
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　
そ
の
聖
域
B
は
「
小
野
」
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
小
野
が
、
様
々
な
他
の
物
語
の
中
で
も
女
性
が
隠
遁
す
る
場
と
な
っ
て
お

り
、
男
性
の
価
値
観
を
逃
れ
女
性
た
ち
が
穏
や
か
に
生
活
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
B

で
娘
が
出
家
を
す
る
建
物
を
見
る
と
、
そ
の
中
に
主
で
あ
る
よ
う
な
男
性
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
会
所
の
よ
う
な
空
間
に
も
人
は
集

ま
っ
て
お
ら
ず
、
B
で
は
力
を
持
っ
た
男
性
の
存
在
は
露
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
美
し
い
屋
敷
の
様
子
は
、
娘
の
出
家

を
寿
ぐ
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。
B
は
男
性
の
論
理
を
排
し
た
女
性
の
た
め
の
空
間
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
聖
域
B
と
し
て
表
さ
れ
る
女
性
の
た
め
の
空
間
は
、
B
に
お
い
て
突
然
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
A

に
お
い
て
準
備
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
A
に
お
け
る
表
現
か
ら
そ
れ
は
推
測
さ
れ
る
。

　
ま
ず
A
の
最
初
の
場
面
を
見
る
な
ら
ば
、
娘
に
対
し
て
不
浄
観
を
な
し
た
男
性
僧
侶
が
右
向
き
に
走
っ
て
い
く
姿
が
描
か
れ
て
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A
が
固
定
さ
れ
た
ど
こ
か
の
場
と
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
尼
公
を
あ
る
固

定
さ
れ
た
場
や
家
に
属
す
る
女
（
妻
、
母
、
娘
な
ど
）
と
は
規
定
し
よ
う
と
し
て
い

な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
尼
公
の
出
自
や
家
族
に
つ
い
て
は
、
詞
書
に
お
い
て
も
命

蓮
の
姉
と
い
う
こ
と
以
外
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
と
し
て
、
こ

の
絵
巻
の
A
で
は
五
場
面
を
費
や
し
て
尼
公
の
人
物
像
を
構
築
し
て
い
く
。
そ

れ
は
第
二
章
第
二
節
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
五
場
面
の
中
に
は
、
女
性
ば
か

り
が
労
働
し
て
い
る
情
景
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
五
場
面
の
う
ち
の
第
四
番

目
の
場
面
で
あ
る
［
図
3
］。
こ
の
場
面
で
は
、
六
人
の
女
性
た
ち
が
、
水
汲
み
［
図

7
］、
洗
濯
、
菜
摘
み
［
図
8
］、
糸
紡
ぎ
［
図
9
］、
子
守
り
な
ど
を
し
て
い
る
［
2
］。

第
二
章
第
二
節
で
は
こ
の
女
性
た
ち
の
表
現
に
は
、
宗
教
者
と
し
て
の
尼
公
を
称

え
る
図
像
的
特
徴
が
あ
る
と
解
釈
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
女
性
た
ち
の
労
働

の
場
の
意
味
を
、
尼
公
の
B
へ
至
る
旅
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

考
え
て
み
た
い
。

　
こ
の
場
面
に
描
か
れ
た
も
の
の
う
ち
、
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
注
意
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
植
物
に
目
を
向
け
た
い
。
そ
れ
は
家
の
左
側
に
描
か
れ
た
植
物

で
あ
る
［
図
3
左
端
・
図
4
］。
そ
れ
は
一
見
す
る
と
竹
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
、
上
に
向
か
っ
て
高
く
伸
び
た
茎
の
上
部
に
放
射
状
に
葉
を
つ
け
て
い
る
様
子

か
ら
、
麻
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
［
3
］。
麻
は
種
を
蒔
い
て
か
ら
三

ヵ
月
ほ
ど
で
三
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
ま
で
伸
び
る
［
図
5
・
6
］。
そ
の
長
い
茎
の

図 4	 信貴山縁起絵巻　下巻第 1段図 5	 麻図 6	 麻

　
こ
の
絵
巻
で
は
、
男
性
の
論
理
が
支
配
す
る
場
を
俗
世
A
、
そ
の
よ
う
な
論
理
を
脱
し
た
場
を

聖
域
B
と
し
つ
つ
、
A
も
B
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
聖
域
B

で
は
、
そ
の
中
の
さ
ら
な
る
聖
域
と
し
て
、
女
性
二
人
が
辿
り
着
い
た
安
住
の
地
が
表
現
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」

　「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
下
巻
に
お
い
て
も
、
尼
公
は
俗
世
か
ら
信
貴
山
と
い
う
聖
域
へ
移
動
す

る
。

　
尼
公
は
弟
の
命
蓮
に
会
お
う
と
信
濃
を
出
て
旅
を
し
、
大
仏
の
導
き
に
よ
り
信
貴
山
に
到
達
す
る
。

信
貴
山
は
紫
雲
が
た
な
び
く
霊
山
の
ご
と
き
聖
域
で
あ
り
、
尼
公
は
俗
世
か
ら
現
身
往
生
す
る
か

の
ご
と
く
そ
こ
に
到
達
し
、
命
蓮
に
再
会
し
と
も
に
暮
ら
す
。「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
に
お
い
て
は
、

A
と
B
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
絵
巻
の
A
の
表
現
で
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
が
固
定
さ
れ
た
ど
こ
か
の
場
所
と
し
て
は

描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
で
は
、
A
は
河
内
国
讃
良
郡
の
長
者
の
屋

敷
と
し
て
、「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
で
も
、
A
は
娘
と
母
の
住
む
屋
敷
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
A
で
は
、
尼
公
が
信
濃
で
暮
ら
し
て
い
た
家
が
描
か
れ
る
こ
と
は

な
く
、
絵
は
旅
の
場
面
か
ら
始
ま
る
。
他
の
絵
巻
で
は
A
と
B
の
場
は
固
定
さ
れ
た
ど
こ
か
で

あ
る
た
め
、
女
性
は
A
か
ら
移
動
し
て
B
へ
行
く
こ
と
に
な
る
が
、「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
で
は
、

A
の
段
階
か
ら
す
で
に
尼
公
の
移
動
が
始
ま
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

図 3	 信貴山縁起絵巻　下巻第 1段　朝護孫子寺蔵
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絵
巻
の
こ
の
家
の
右
側
に
は
垣
の
中
に
菜
園
が
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
女
性
が
菜
を
摘
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
家
屋
周
辺

の
田
畑
の
耕
作
も
、
古
代
か
ら
女
性
た
ち
が
行
っ
て
い
た
労
働
で
あ
っ
た
。
遠
隔
地
に
班
給
さ
れ
た
口
分
田
や
開
墾
地
・
山
田
等
の

耕
作
は
主
に
男
性
が
担
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
家
屋
周
辺
の
田
畠
は
女
性
が
耕
作
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
水
汲
み
や
山

野
に
お
け
る
菜
摘
み
も
古
代
以
来
の
女
性
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
面
に
は
、
古
代
以
来
女
性
た

ち
が
担
っ
て
き
た
日
常
の
労
働
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
［
図
7
〜
9
］。
こ
の
絵
巻
で
は
、
俗
世
の
女
性
た
ち
の

労
働
に
も
目
が
向
け
ら
れ
、
絵
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
尼
公
は
こ
の
里
を
通
っ
た
後
、
信
貴
山
に
至
り
命
蓮
に
再
会
す
る
。
そ
の
と
き
、
命
蓮
の
体
を
心
配
し
布
を
太
い
糸
で
刺
し
厚
く

し
て
作
っ
た
「
衲た
ゐ

」
と
い
う
衣
を
渡
す
［
図
10
］。
衲
が
麻
で
で
き
た
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
だ
が
、
尼
公
は
糸
紡
ぎ
を
す
る
女
性
の

図 10	 信貴山縁起絵巻　下巻第 2段

い
る
こ
の
里
を
経
て
命
蓮
に
会
い
、
自
分
が
作
っ
て
き
た
衲
を
渡
す
の
で
、
女
性
た

ち
の
労
働
と
尼
公
は
、
何
ら
か
の
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
聖
な
る
信
貴
山
上
に
到
達
す
る
尼
公
と
俗
世
の
里
で
働
く
女
た
ち
は
、

そ
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
A
と
B
は
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
情
景
か
ら
目
を
移
し
下
巻
全
体
を
通
し
て
見
て
も
、
A
と
B
が
連
続
す
る

か
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
尼
公
の
姿
が
A
・
B
を
通
し
て
変
化
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
三
つ
の
絵
巻
の
中
で
女
性
の
姿
が
一
貫
し
て
変

わ
ら
な
い
の
は
、「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
み
で
あ
る
。
尼
公
は
最
初
か
ら
最
後
ま

で
、
頭
巾
を
被
っ
た
尼
の
姿
を
し
て
い
る
。
大
仏
殿
か
ら
信
貴
山
へ
と
向
か
う
場

面
で
は
、
小
さ
な
線
描
の
み
の
姿
と
な
る
も
の
の
、
A
か
ら
B
へ
と
移
っ
て
も
尼

公
の
「
美
醜
」
が
変
化
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
尼
公
は
最
初
か
ら
尼
と
し
て
登

図 9	 信貴山縁起絵巻　下巻第 1段 図 7	 信貴山縁起絵巻　
	 下巻第 1段

図 8	 信貴山縁起絵巻　
	 下巻第 1段

皮
か
ら
麻
の
繊
維
は
取
れ
る
。
描
か
れ
た
植
物
が
麻
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
の
家
で
は
家
の
す

ぐ
外
で
麻
を
育
て
、
そ
の
麻
を
使
っ
て
糸
を
紡
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
表
現
は
、
麻

を
栽
培
し
収
穫
し
、
繊
維
を
抽
出
し
て
糸
を
紡
ぎ
、
布
を
織
り
、
服
に
仕
立
て
る
ま
で
の
作

業
が
、
こ
の
家
で
一
貫
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
［
4
］。

　
そ
の
よ
う
な
労
働
は
、
古
代
以
来
一
貫
し
て
女
性
た
ち
が
担
っ
て
い
た
と
、
服
藤
早
苗
氏

は
述
べ
て
い
る
［
5
］。
古
代
に
お
い
て
は
、
高
級
織
物
以
外
の
繊
維
製
品
の
生
産
は
女
性
が

担
っ
て
い
た
。
麻
栽
培
は
河
辺
や
山
腹
で
も
行
わ
れ
た
が
、
小
規
模
に
家
の
そ
ば
、
た
と
え

ば
「
小
垣
内
」
や
「
庭
」
で
も
行
わ
れ
た
。
麻
の
栽
培
に
は
、
特
殊
技
術
も
大
量
の
労
働
力

も
必
要
な
く
、
共
同
経
営
を
す
る
必
然
性
も
薄
か
っ
た
。
麻
の
種
を
蒔
き
、
育
て
、
育
っ
た

麻
を
刈
り
取
り
、
繊
維
を
抽
出
し
（
麻
引
き
）、
糸
を
紡
ぎ
、
布
に
織
り
、
服
と
な
す
ま
で
が
、

女
性
た
ち
の
仕
事
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
よ
う
な
労
働
を
す
る
女
性
に
眼
差
し
を
向
け
て

詠
ん
だ
歌
が
『
万
葉
集
』
に
あ
る
こ
と
も
、
服
藤
氏
は
紹
介
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
小

垣
内
の
麻
を
引
き
干
し
妹
な
ね
が
作
り
着
せ
け
む
白
た
へ
の
紐
を
も
解
か
ず
（
後
略
）」（『
万

葉
集
』
一
八
〇
〇
）
と
い
う
歌
で
あ
る
［
6
］。
ま
た
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
二
十
七
に
は
、
尾

張
国
中
嶋
郡
大
領
の
妻
が
、
麻
の
細
い
糸
で
布
を
織
り
、
美
し
く
立
派
な
衣
を
作
っ
て
夫
に

着
せ
て
い
た
が
、
夫
が
長
官
に
そ
れ
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
妻
が
強
力
を
発
揮
し
て
取
り

返
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
歌
に
詠
ま
れ
説
話
と
し
て
記
さ
れ
た
内
容
で

あ
る
が
、
麻
の
栽
培
か
ら
衣
服
に
す
る
ま
で
の
労
働
を
、
女
性
の
も
の
と
し
て
見
る
意
識
や

認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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う
な
人
物
か
ら
見
れ
ば
、
命
蓮
と
尼
公
の
身
分
・
階
級
は
何
段
階
も
低
い
。
こ
の
物
語
の
舞
台
も
、
制
作
者
が
属
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
京
都
の
貴
族
社
会
と
は
離
れ
た
、
信
貴
山
と
い
う
場
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
絵
巻
で
は
、
現
実
の
社
会
に
あ
る
規
範

か
ら
も
距
離
を
取
っ
た
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
尼
公
は
現
実
の
女
性
に
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
次
々
に
成
し
遂

げ
て
い
き
、
当
時
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
行
動
を
見
せ
て
い
た
。

　
そ
の
よ
う
な
絵
巻
を
構
想
で
き
た
の
は
、
制
作
者
が
、
様
々
な
社
会
の
構
成
要
素
を
、
一
定
の
距
離
を
置
い
て
俯
瞰
し
う
る
位
置

に
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
絵
巻
の
制
作
者
が
文
人
貴
族
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
想
定
に
す
ぎ
な
い
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
作
の
絵
巻
を
作
り
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
高
い
文
化
的
教
養
と
あ
る
程
度
の
経
済
力
を

備
え
た
ハ
イ
ク
ラ
ス
の
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
制
作
者
は
神
仙
思
想
や
往
生
と
い
っ
た
も
の
に
深
い
知
識
と
強
い
関
心
を
持
ち
、

そ
の
知
識
と
関
心
を
自
在
に
駆
使
し
一
つ
の
絵
巻
を
構
想
し
た
。
制
作
者
は
自
己
と
は
距
離
の
あ
る
人
物
や
舞
台
を
設
定
し
た
物
語

の
中
に
、
家
父
長
制
社
会
の
価
値
観
を
脱
構
築
す
る
よ
う
な
形
で
、
此
岸
と
彼
岸
が
連
続
し
て
い
く
よ
う
な
、
様
々
な
価
値
が
循
環

し
て
い
く
よ
う
な
世
界
観
を
、
神
仙
と
い
う
観
念
を
使
っ
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
絵
巻
で
は
、
俗
世
と
聖
域
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
俗
世
か
ら
聖
域
へ
と
女
性
が
移
動
す
る
物
語
の
中
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
制
作
者
の
主
張
や
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
第
二
話
で
は
、
敵
対
す
る
他
者
の
領
域
を
俗
世

A
、
自
己
の
領
域
を
聖
域
B
と
し
て
対
比
さ
せ
つ
つ
、
男
性
優
位
の
視
点
で
A
と
B
の
双
方
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。「
掃
墨
物
語
絵

巻
」
で
は
、
男
性
の
論
理
が
支
配
す
る
場
を
俗
世
A
、
そ
の
よ
う
な
論
理
を
脱
し
た
場
を
聖
域
B
と
し
、
聖
域
B
の
中
の
さ
ら
な
る

聖
地
と
し
て
女
性
二
人
が
辿
り
着
い
た
安
住
の
地
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
で
は
、
神
仙
の
よ
う
な
男
女
を
登

場
さ
せ
、
俗
世
A
の
延
長
上
に
聖
域
B
が
あ
る
か
の
よ
う
な
、
二
項
対
立
を
超
越
し
た
世
界
観
が
表
さ
れ
て
い
た
。
女
性
が
聖
域
に

場
す
る
た
め
、
そ
の
姿
が
「
俗
」
か
ら
「
聖
」
へ
と
変
化
す
る
こ
と
も
な
い
。
比
較
と
し
て
「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
を
見
る
な
ら
ば
、

長
者
の
娘
は
、
最
初
は
不
浄
を
見
せ
る
病
の
姿
で
登
場
す
る
が
、
童
の
祈
禱
に
よ
り
病
が
治
っ
た
あ
と
は
、
引
目
鉤
鼻
で
髪
の
長
い

美
人
の
型
で
描
か
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
女
性
の
姿
は
「
醜
」
か
ら
「
美
」
へ
と
変
化
す
る
。
し
か
も
粉
河
の
地
へ
行
き
剃
髪
さ
れ
る

の
で
、「
俗
」
か
ら
「
聖
」
に
も
変
化
す
る
。
そ
の
変
化
を
描
く
こ
と
で
、
そ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
童
（
男
）
の
あ
り
が
た
さ
が

見
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
男
性
の
論
理
に
抗
お
う
と
す
る
「
掃
墨
物
語
絵
巻
」
に
お
い
て
も
、
女
性
は
A
と
B
で
は
「
黒

い
」
顔
と
「
白
い
」
顔
に
な
っ
て
い
た
。
女
性
は
「
俗
」
な
る
姿
か
ら
出
家
し
て
「
聖
」
な
る
姿
に
も
変
わ
る
。
こ
れ
は
男
性
の
論

理
に
抗
う
主
張
を
す
る
が
た
め
に
な
さ
れ
た
逆
の
表
現
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
で
は
、
尼
公
の
姿
が
変
化
す

る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
尼
公
の
主
体
性
は
、
男
性
や
男
性
の
価
値
観
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
下
巻
を
通
じ
一
貫
し
て

保
持
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
尼
公
の
姿
を
見
る
と
、
俗
世
A
と
聖
域
B
が
対
照
的
な
場
と
し
て
で

は
な
く
、
B
が
A
の
延
長
上
に
連
続
す
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
表
現
の
あ
り
方
は
、
尼
公
が
信
貴
山
へ
至
る
こ
と
を
現
身
往
生
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
と
す
る
第
二
章

の
考
察
に
も
符
号
す
る
。
現
身
往
生
と
は
、
こ
の
身
の
ま
ま
で
往
生
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
身
と
し
て
は
、
現
世
と

来
世
、
此
岸
と
彼
岸
が
区
別
な
く
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
信
貴
山
上
も
、
現
世
で
も
あ
り
来
世
で
も
あ

る
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
信
貴
山
上
も
男
性
だ
け
の
聖
地
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
尼
公
が
到
達
す
る
こ
と
で
浄
土
の

よ
う
な
場
と
な
っ
た
。

　「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
で
は
こ
の
よ
う
に
、
A
と
B
が
連
続
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
を
移
動
す
る
尼
公
も
変
化
す
る
こ
と
な
く
表

現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
巻
の
他
の
構
成
要
素
を
見
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
は
、
そ
れ
自
身
の
価
値
を
持
つ
と
同
時
に
、
そ
の
価

値
が
互
い
に
循
環
し
て
い
く
か
の
よ
う
な
様
相
を
見
せ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
制
作
者
像
と
し
て
は
、
文
人
貴
族
の
大
江
匡
房
の
よ
う
な
人
物
が
想
定
さ
れ
た
。
そ
の
よ
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［
1
］
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
家
父
長
制
成
立
以
前
の
古
代
に
お
け
る
あ
る
村
落
祭
祀
に
は
男
女
双
方
が
参
集
し
た
こ
と
、
そ
こ
で
参
集
し
た
男

女
は
「
家
」
を
代
表
す
る
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
中
世
に
お
い
て
も
在
地
の
神
社
に
お
い
て
は
、
有
力
農
民
や
小
百
姓
の
妻
が
夫
と
と
も
に

願
主
に
な
り
仏
像
や
神
像
を
作
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
あ
る
神
事
の
座
配
で
は
「
女
房
サ
シ
キ
」
の
位
置
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
神
事
に
女
性

が
参
加
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
推
測
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
関
口
裕
子
「
日
本
古
代
の
家
族
形
態
と
女
性
の
地
位
」（『
家
族
史
研
究
　
第
二
集
』

家
族
史
研
究
編
集
委
員
会
編
、
大
月
書
店
、
一
九
八
〇
年
）、
義
江
彰
夫
「
儀
制
令
春
時
祭
田
条
の
一
考
察
」（『
古
代
史
論
叢
　
中
巻
』
井
上
光
貞

博
士
還
暦
記
念
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）、
黒
田
弘
子
「
第
四
章
　
中
世
前
期
の
村
落
祭
祀
と
女
性
」（『
女
性
か
ら
み
た
中
世
社
会
と

法
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
。

	

　
古
代
に
お
け
る
女
性
の
立
場
は
家
父
長
制
成
立
以
降
の
中
世
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
中
世
の
在
地
に
は
、
家
父
長
制
社
会
成
立
以
前
に
連
な

る
価
値
観
や
、
中
央
と
は
異
な
る
価
値
観
も
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
と
こ
の
場
面
の
表
現
を
直
接
結
び
つ
け
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
が
、
こ
の
絵
巻
の
第
一
話
で
は
、「
過
去
」
に
設
定
さ
れ
た
粉
河
と
い
う
「
在
地
」
の
様
子
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
価
値
観
に
通
じ
る
よ
う

な
状
況
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

	

　
ま
た
、
こ
の
場
面
の
観
音
堂
前
に
参
集
す
る
人
の
中
に
は
、
他
の
絵
で
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
姿
の
人
も
描
か
れ
て
い
る
。
観
音
堂
の
右
側
に
は
、

老
婆
を
背
負
う
男
性
が
堂
に
向
か
っ
て
歩
い
て
来
て
い
る
［
第
一
章
図
14
］。
こ
の
老
婆
は
、
自
分
で
は
歩
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
男
性
に
背
負
っ

て
も
ら
い
、
他
の
者
と
と
も
に
観
音
に
参
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
観
音
堂
前
に
参
集
す
る
人
々
の
一
番
右
側
に
座
っ
て
い
る
男
性
を
見
る
と
、

移
動
し
出
家
・
往
生
す
る
と
い
う
共
通
す
る
構
成
を
持
つ
仏
教
主
題
の
物
語
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
表
象
を
作
っ
た
人
の
立
場
や
状
況

は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
巻
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
世
界
観
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
が
見
え
て
き
た
。

　
中
世
は
長
い
時
間
を
か
け
て
、
政
治
的
地
位
や
財
産
が
父
―
男
子
に
継
承
さ
れ
る
「
家
」
が
形
成
さ
れ
、
男
女
対
等
に
近
か
っ
た

ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
が
、
非
対
称
で
差
別
的
に
な
っ
て
い
く
時
代
で
あ
る
と
さ
れ
る
［
7
］。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
傾
向
に
反

す
る
個
別
の
例
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
書
で
取
り
上
げ
た
三
つ
の
絵
巻
か
ら
も
、
家
父
長
制
社
会
の
中
で
そ
の
価
値
観
を
踏
ま
え

つ
つ
も
、
そ
れ
に
抗
い
、
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
を
目
指
す
か
の
よ
う
な
心
性
を
持
っ
て
絵
巻
を
作
っ
た
人
々
が
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
絵
と
い
う
媒
体
は
、
そ
の
意
味
や
意
図
を
明
確
に
は
伝
達
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
言
葉
と
は
異
な
る
絵
と
い
う
媒
体
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
物
語
と
い
う
形
に
載
せ
、
言
葉
で
は
語
り
難
い
思
い
も
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
つ
の
絵

巻
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
を
生
き
た
あ
る
人
々
の
、
言
葉
で
は
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
価
値
観
や
考
え
方
、
願
望
、
理
想

と
す
る
世
界
観
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

　
序
章
に
お
い
て
、
女
性
像
が
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
が
、
絵
巻
を
読
む
と
き
の
一
つ
の
鍵
に
な
る
と
書
い
た
。
こ
の
三
つ
の

絵
巻
に
お
け
る
女
性
像
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
巻
全
体
の
主
張
や
価
値
観
と
密
接
に
関
係
す
る
表
象
と
な
っ
て
い
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は

身
分
差
や
場
（
地
域
）
の
優
劣
な
ど
に
関
わ
る
認
識
と
複
雑
に
絡
ま
っ
て
、
自
己
像
・
他
者
像
と
い
っ
た
形
を
と
っ
て
表
象
を
成
り

立
た
せ
、
人
の
認
識
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
起
点
と
し
絵
巻
を
表
象
と
し
て
見
て

い
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
作
っ
た
人
々
が
置
か
れ
た
状
況
や
そ
の
人
々
が
絵
巻
に
込
め
た
切
実
な
思
い
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
造
形
作
品
の
一
つ
一
つ
は
、
作
ら
れ
た
場
、
作
っ
た
人
、
見
ら
れ
た
環
境
な
ど
の
す
べ
て
が
違
い
、
一
つ
一
つ
は
唯
一
無
二
の
も

の
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
そ
れ
ら
を
類
型
化
し
た
り
、
あ
る
枠
組
み
を
当
て
は
め
て
見
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
あ
る
部
分
の
み
を
取

り
上
げ
て
論
じ
る
の
で
も
な
く
、
作
品
の
細
部
を
詳
細
に
観
察
し
つ
つ
全
体
を
見
る
こ
と
を
も
通
し
て
、
そ
れ
を
作
り
、
見
た
人
に

寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
解
釈
を
目
指
し
た
い
と
考
察
を
進
め
た
。
造
形
が
発
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
で
き
る
限
り
鋭
敏
に
受

け
止
め
、
絵
画
の
意
味
を
拓
い
て
い
く
よ
う
な
解
釈
を
行
い
た
い
と
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
絵
の
新
た
な
意
味
を
切

り
開
く
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
美
術
史
研
究
者
と
し
て
の
私
は
、
遺
さ
れ
た
造
形
作
品
を
通
し
て
、
過
去
の
あ
る
場
所
、
あ

る
時
点
に
生
き
た
人
々
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
人
は
な
ぜ
物
語
を
作
る
の
か
。
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
人
が
、
ど
の
よ
う
な
物
語
を
構
想
し
、
ど
の
よ
う
な
絵
に
描
き
、
絵
巻

に
し
て
見
た
い
と
思
う
の
か
。
三
つ
の
絵
巻
論
を
終
え
た
今
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
興
味
は
さ
ら
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
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そ
の
左
腕
が
上
腕
部
の
と
こ
ろ
で
切
れ
て
い
る
［
図
11
］。
剝
落
や
描
き
損
じ
の
た
め
に
そ
う
見
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
描
い
て
い

る
。
身
体
が
不
自
由
に
な
っ
た
老
齢
の
者
や
、
肢
体
が
不
自
由
な
者
が
、
こ
の
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
考
察
の
途
上
で
あ

る
が
、
他
の
絵
に
は
見
ら
れ
な
い
表
象
と
し
て
、
こ
の
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

［
2
］
そ
こ
に
は
男
性
も
一
人
い
る
の
だ
が
、
左
の
端
に
い
て
犬
を
追
い
払
う
仕
草
を
し
て
お
り
、
こ
の
男
性
は
女
性
た
ち
の
方
も
見
て
い
な
い
。
こ
の
男

性
が
力
を
持
っ
て
こ
の
場
の
女
性
た
ち
を
支
配
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

［
3
］
た
だ
し
麻
で
あ
れ
ば
茎
は
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
る
。
絵
巻
の
植
物
に
は
茎
の
途
中
で
少
し
屈
曲
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
点
は
疑
問
で
あ
る
。

［
4
］
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
植
物
が
麻
で
は
な
く
竹
で
あ
る
と
し
て
も
、
糸
紡
ぎ
を
す
る
女
性
の
い
る
こ
の
家
で
、
こ
の
よ
う
な
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

は
推
測
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

［
5
］
服
藤
早
苗
「
古
代
の
女
性
労
働
」（『
日
本
女
性
史
1
　
原
始
・
古
代
』
女
性
史
総
合
研
究
会
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）。

［
6
］
ほ
か
に
も
、「
麻
衣
着
れ
ば
な
つ
か
し
紀
伊
の
国
の
妹
背
の
山
に
麻
蒔
く
我
妹
」（『
万
葉
集
』
一
一
九
五
）、「
庭
に
立
つ
麻
手
刈
り
干
し
布
さ
ら
す
東

女
を
忘
れ
た
ま
ふ
な
」（『
万
葉
集
』
五
二
一
）
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
注
5
前
掲
服
藤
氏
論
文
。

［
7
］
服
藤
早
苗
「「
家
」
の
成
立
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（『
新
体
系
日
本
史
9
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
』
大
口
勇
次
郎
・
成
田
龍
一
・
服
藤
早
苗
編
、
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

図 11	 粉河寺縁起絵巻　第 2段


