
想

青

籠

記

初

叢

水

野

正

好

般
若
寺
三
角
石
塔
記

興
福
寺
多
聞
院
の
僧
、
英
俊
の
記
す
日
記
は
、
全
四
十
六
巻
、
文
明
十
年
に
始

ま
り
元
和
四
年
に
終
る
。

『
多
聞
院
日
記
』
と
呼
ば
れ
、
そ
の
重
要
性
は
早
く
か

ら
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
記

の
永
禄
八
年
八
月
八
日
の
条
に
興
味
ぶ

か
い

一
話
が
書
き
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

一
、
虐
病
ヲ
ト
ス
寄
、
弘
法
大
師
般
若
寺
三
角
ノ
石
塔

二
五
筆

ニ
テ
書
付
ケ
テ

在
之ツ

ユ
落
テ
松

ノ
ハ
カ

ロ
ク
ナ
リ

ヌ
レ

ハ

雲
ノ
ヲ
コ
リ
ヲ
ハ
ラ
ウ
秋
風

此
嵜
ヲ
南
向
テ
病
者

'=
二
返
唱
サ
セ
ヨ
、
速

ニ
ヲ
ツ
ル
也
、
現
勝
利

ア
リ
ト
彼

寺
ノ
妙
光
院

口
伝
也
、

掛
字

二

科
照
耶
片
岡
山
遍
飯
耳

南
無

飢
而
臥
其
旅
人
可
怜

太
子

上
宮

怒
苅
富
小
川
絶
者
社

法
皇

我
皇
之
御
名
者
忘
目

陀
留
摩

日
記
の

一
挿
話
だ
け
に
文
章
も
簡
潔
で
あ
り
、
そ
の
取
意
に
や
＼
困
難
を
覚
え

る
点
も
あ
る
が
、
大
要
は
次

の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「奈
良
市
般

若
寺
町
に
在
る
般
若
寺

の
内
に

一
堂
あ
り
、
壁
に
南
無
上
宮
法
王

・
飢
而
臥
…
-

と
記
し
た
掛
字

(軸
)
が
あ
り
、
中
央
に
は
三
角
の
笠
を
も

つ
石
造
五
輪
塔
が
据

え
ら
れ
、
そ
の
各
輪
に
露
落
ち
て

・
松
の
葉
軽
ろ
く

・
な
り
ぬ
れ
ば

・
雲
の
お
こ

り
を

・
払
ら
う
秋
風
の
五
句
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
実
は
こ
の
五
輪
塔
に
こ
の
歌

を
書
き
付
け
た
の
は
弘
法
大
師
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
歌
を
南
に
向
ひ
虐

病
の
者
に
三
度
唱
え
さ
せ
れ
ば
早
速
に
病
は
治
え
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
現
に

治
病
し
た
者
も
あ
り
効
験
あ
ら
た
か
だ
、
今
日
般
若
寺
妙
光
院
の
住
職
が
来
て
そ

う
話
し
て
帰

っ
た
」
と
い
っ
た
内
容
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

掛
字

(掛
軸
)
に
見
ら
れ
る
、
南
無
上
宮
法
皇
、
科
照
耶
片
岡
山
遡
に
始
ま
る

二
首
、
太
子
と
陀
留
摩
の
在
り
方
は
誠
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
永
禄
年
間
の
聖

徳
太
子
信
仰
の
内
容
を
よ
く
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
掛
字
の
本
源
は

『
日
本

書
紀
」
推
古
大
皇
二
十

一
年
の
条
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
太
子
が
片
岡
山

で
路
に
飢
え
て
臥
す
者
を
見
、
姓
名
を
問
う
が
申
さ
ぬ
ま

、
に
太
子
は
飲
食
を
与

え
衣
裳
を
脱
ぎ
覆
い
か
け
ら
れ
た
旨
が
記
さ
れ
、
後
日
、
飢
者
が
死
し
た
こ
と
を
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知
り
悲
し
み
築
墓
し
埋
葬
し
た
が
、
数
日
後
使
者
を
遣
り
見
せ
し
め
る
と
屍
骨
は

失
せ
唯
々
衣
服
の
み
棺
上
に
畳
ま
れ
て
お
り
、
名
告
ら
ぬ
飢
人
が
非
凡
の
真
人
で

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
皇
太
子
も
聖
を
知
る
聖
と
し
て

一
層
に
た
え

ら
れ
た
趣
き
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
太
子
、
飢
人
の
面
合
せ
の
時
、

聖
徳
太
子
は

「し
な
て
る
や
か
た
お
か
や
ま
に
い
ひ
に
え
て
こ
や
せ
し
そ
の
た
ひ

と
あ
は
れ
」

「お
や
な
し
に
な
れ
な
り
け
め
や
さ
す
た
け
の
さ
み
は
や
な
き
い
ひ

に
え
て
こ
や
せ
る
そ
の
た
ひ
と
あ
は
れ
」

の
二
首
を
歌
い
か
け
た
と
も
記
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

『
今
昔
物
語
』
巻
第
十

一
で
は
少
し
変
化
が
あ
り
、

聖
徳
太
子
が

「
し
な
て
る
や
か
た
お
か
や
ま
に
い
ひ
に
う
え
て
ふ
せ
る
に
ひ
と
あ

は
れ
お
や
な
し
」
と
歌
ひ
か
け
、
飢
人
が
応
唱
し
て

「
い
か
る
か
や
と
み
の
お
か

わ
の
た
へ
は
こ
そ
わ
か
お
お
き
み
の
み
な
は
わ
す
れ
め
」
と
う
た

っ
た
と
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
飢
人
と
非
凡
の
真
人
の
唱
和
の

一
首
が
登
場
す
る
の
で
あ
り
、

飢
人
の
姿
が
著
し
く
印
象
を

つ
よ
め
、
そ
れ
が
聖
徳
太
子
の
イ
メ
ー
ジ
を

一
層
聖

化
し
て
い
く
結
果
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
を
背
負

っ
て
光
定

の

『
伝
述

一
心
戒
文
」
に
な
る
と
、
此

の
飢
人
を
菩
提
達
磨
の
化
身
と
見
、
南
岳

慧
思
が
菩
提
達
磨
の
勧
め
に
よ
り
、
海
東
に
誕
生
し
て
聖
徳
太
子
と
な

っ
た
と
の

べ
る
の
で
あ
る
。
飢
人
1
真
人
が
菩
提
達
磨
、
南
岳
慧
思
が
聖
徳
太
子
と

い
っ
た

発
想
に
達
し
、
片
岡
山
遊
行
が
聖
徳
太
子
信
仰
の
重
要
な

一
劃
と
し
て
注
目
を
集

め
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
般
若
寺

の
掛
字
に
見
え
る
そ
の
書
は
ま
さ
に
こ
う
し
た

太
子

・
陀
留
摩
と
い

っ
た
型
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
科
照
る
や
の
句
を
太
子

が
、
斑
鳩
の
の
句
を
陀
留
摩
が
応
え
て
唱
し
た
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
般

若
寺
を
め
ぐ

っ
て
聖
徳
太
子
信
仰
が
息
ず
く
様
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

想
え
ば

『今
昔
物
語
」
の
先
の
説
話
中
に
は
、
太
子
が
小
野
妹
子
を
階
に
遣
す
に

当
り

「赤
県

ノ
南

二
衡
山
有
リ
、
其
ノ
山
ノ
中

二
般
若
寺
ア
リ
、
我
ガ
昔

ノ
同
法

土
ハ有

シ
、
皆
死

ニ
ケ
ム
、
今
三
人
ゾ
有
ラ
ム
、
其
レ
ニ
会
テ
我
ガ
使
ト
名
乗

テ
ー
」

と
語
り
、
妹
子
が
同
寺
に
赴
く
と
果
し
て
三
老
が
迎
え
た
と
い
っ
た

一
話
が
記
さ

れ
て
お
り
、
階
と
本
朝
、
両
般
若
寺
の
通
名
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
般
若
寺

は
こ
う
し
た
説
話
を
自
家
薬
籠
、
太
子
信
仰
に
結
び

つ
け
、
寺

の
草
創
を
太
子
に

求
め
る
の
で
あ
る
。
掛
字
は
、
恐
ら
く
太
子
を
篤
信
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
飢
餓
や

病
災
か
ら
護
ら
れ
る
と
い

っ
た
本
寺
の
太
子
信
仰
の
中
核
と
し
て
そ
の

一
堂
の
壁

に
懸
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

『多
聞
院
日
記
」
に
は
、
弘
法
大
師
が
石
塔
に
書
き

つ
け
ら
れ
た

と
す
る

「露
落
ち
て
松

の
葉
軽
ろ
く
な
り
ぬ
れ
ば
雲
の
お
こ
り
を
払
う
秋
風
」
の

一
句
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
句
は

『国
歌
大
観
』

・

『続
国
歌
大
観
』
所
収
の
各
集

に
は
見
え
な
い
句
で
あ
る
が
、
日
記
中
で
は

「虐
病

ヲ
ト
ス
歌
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の

一
句
は
、
呪
歌
と
し
て
多
く
の
呪
法
書
に
登
場
し
、
そ
の
在
り
方
が

問
わ
れ
る

一
首
で
あ
る
。
歌
中
の

「露
落
ち
て
」
の
落
ち
る
、
「松
の
葉
軽
ろ
く
」

の
軽
ろ
く
、

「
雲
の
お
こ
り
」
の
虐
病
、

「
払
う
秋
風
」
の
払
う
に
そ
れ
ぞ
れ
嬢

災
1
除
虐
の
呪
意
が
重
さ
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
虐
病
を
落
し
払
い
身
を
軽

ろ
や
か
に
健
や
か
に
の
心
根
が
こ
の
歌
に
横
溢
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
句
は

『誰
に
で
も
出
来
る
ま
じ
な
ひ
秘
法
』
に
は

「
虐
を
お
と
す
呪
術
」

と
題
し
て
、

「露
お
ち
て
松
の
葉
か
ろ
き
あ
し
た
か
な
雲
の
お
こ
り
を
は
ら
ふ
秋
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風
、
月
は
い
ま
日
ま
せ
に
な
り
て
か
げ
も

な
し
、
右
盃
の
中

へ
字
を
や
う
み
へ
ぬ

様
に
書
て
、
早
朝
の
水
に
て
字
を
洗
ひ
て
呑
す
べ
し
、
尤
も
朝
日
に
向
ひ
て
呑
む

が
良
し
」
と
あ
り
、

『ま
じ
な
ひ
秘
法
大
全
集
」
に
は

「虐
病
平
治
の
神
符
」
と

し
て

「
つ
ゆ
お
ち
て
ま

つ
の
は
か
る
き
あ
し
た
か
な
く
も
の
お
こ
り
を
は
ら
ふ
あ

き
か
ぜ
、
あ
り
あ
け
の
ひ
ま
で
に
な
れ
ば

か
げ
も
な
し
、
こ
の
神
歌
を
上
の
丸
札

の
中
に
書
き
、
中
小
丸
の
中

へ
不
留
部
言
本
反
五
字
を
書
き
祈
念
し
て
病
者
の
背

中
の
大
骨
に
押
す
と
よ
い
」
と
述
べ
、
丸
札

の
状

1
中
小
丸
の
中
央
に
布
留
部
、

左
右
に
由
良
、
由
良
の
句
を
容
れ
て
、
丸

の
外
縁
に
少
彦
名
命
、
さ
ら
に
外
周
に

五
臓
符
中
安
鎮
守
護
給
の
九
字
を
連
ね
る
ー
を
掲
げ

て
い
る
。
呪
符
、
呪
札
、
呪

作
、
呪
歌
で
も

っ
て
虐
を
落
し
た
い
と
希

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
書

『ま

じ
な
ひ
秘
法
大
全
集
」
、

『
誰
に
で
も
出
来
る
ま
じ
な
ひ
秘
法
」
は
と
も
に
市
販

さ
れ
て
い
る
呪
法
書
で
あ
る
が
、
共
に
古
法
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
時
代
を
遡

ら
せ
う
る
資
料
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
現
実
に

『伝
受
呪
之
大
事
」
に
は

「
逆
ノ
符
」
と
し
て

「露

ヲ
チ
テ
松
ノ
葉

カ
ロ
キ
朝
哉
風

ノ
ヲ
コ
リ
ヲ
彿
フ
秋
風
、

光
明
真
言

一
反
書
之
、
加
持
清
水

ニ
テ
含

マ
シ
ム
」
と
見
え
る
し
、

『中
山
御
符

秘
抄
』
に
は

「虐
病
呪
歌
」
と
し
て

「露
落
テ
松
ノ
葉
軽
朝
哉
雲

ノ
虐

ヲ
彿
我
風
、

在
明

ハ
日
セ
ニ
成
テ
カ
ゲ
モ
ナ
シ
」
と
あ
り
、
早
く
か
ら
呪
歌
と
し
て
の
位
置
を

得

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
如
上
の
四
書
で
は
こ
の
歌
は
常
に
虐
病

を
落
と
し
治
す
呪
歌
と
い

っ
た

一
目
的
に
終
始
す
る
も
の
と
さ
れ
て
居
り
、
ま
さ

に

『
多
聞
院
日
記
」
の
語
る
と
こ
ろ
と
鮮

や
か
に
吻
合
す
る
の
で
あ
る
。
呪
法
書

は

一
般
に
そ
の
筆
録
さ
れ
た
時
期
を
明
示
す
る
も
の
が
乏
し
く
、
し
か
も
そ
の
筆

録
さ
れ
た
内
容
が
実
際
に
用
い
ら
れ
る
か
否
か
は
仲
々
に
判
じ
が
た
い

一
面
が
常

に
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
が
、

『多
聞
院
日
記
』
の
記
事
に
よ
り
、
そ
の
実
際
、

そ
の
用
い
方
、
用
い
る
場
、
永
禄
八
年
と
い
っ
た
用
い
た
時
代
ま
で
も
が
確
定
で

き
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
所
見
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

こ
こ
に
注
意
さ
れ
る
事
実
が
あ
る
。
こ
う
し
た
虐
病
を
落
す
呪
歌

が
弘
法
大
師
の
手
で
石
塔
に
書
さ
れ
た
と
す
る
般
若
寺
の
伝
承
が
そ
れ
で
あ
る
。

勿
論
、
弘
法
大
師
が
般
若
寺
石
塔
に
呪
歌
を
書
く
と
い
っ
た
事
実
は
有
り
え
ず
、

仮
託
し
た
伝
承
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
呪
歌
が
弘
法
大
師
と

の
係
り
合

い
の
中

で
説
か
れ
る
こ
と
、
石
塔
-
五
輪
塔
に
書
か
れ
る
こ
と
自
体
は

興
味
ぶ
か
い
事
実
で
あ
る
。
呪
歌
と
係
り
合
う
顕
著
な
士
の
中
で
も
弘
法
大
師
は

そ
の
最
も
傑
出
し
た
師
で
あ
り
、
大
師
に
仮
託
す
る
こ
と
で
こ
の
呪
歌
の
呪
性
、

聖
性
が

一
層
強
調
さ
れ
る
結
果
を
生
む
の
で
あ
ろ
う
。
呪
歌
の
由
縁
に
弘
法
大
師

と
重
さ
な
る
面
が
必
ず
や
あ
り
、
よ

っ
て
こ
う
し
た
伝
承
を
生
み
出
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

一
方
、
五
輪
塔
の
各
輪
に
呪
歌
の
五
七
五
七
七
の
そ
れ
ぞ
れ
を
書
す

る
こ
と
も
、
現
実
の
五
輪
塔
に
こ
う
し
た
例
を
殆
ん
ど
聞
か
ぬ
こ
と
か
ら
す
れ
ば

興
味
ぶ
か
い
事
実
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
形
の
上
で
は
供
養
塔
で
あ
る
五
輪
塔

に
虐
病
を
落
す
願
ひ
を
か
け
る
の
で
あ
り
、
呪
的
性
格
が
や
は
り
仮
託
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
五
輪
塔
の

一
つ
の
用
法
で
あ
る
が
、
紙
塔
と
し
て
は
類
例
を
辿
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

『
修
験
深
秘
行
法
符
呪
集
」
に
は

「
黒
符

口
伝
」
と
題
し

て

「
霊
気

・
疫
病
。

一
切
諸
病
。
大
神

・
小
神
。
崇
ん
で
此
の
符
を
呑
め
。
皆
な

即
時
に
平
癒
す
べ
し
。
不
可
思
議
殊
勝
の
秘
符
な
り
」
と
の
べ
て
五
輪
塔
に
五
大
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種
字
キ
ャ
カ
ラ
バ
ア
を
入
れ
た
符
を
示
し
、

「書
き
畢
て
ア
バ
ラ
カ
キ

ャ
百
遍
或

は
千
遍
。
…
…
然
る
後
之
れ
を
呑
む
可
し
。
…
…
口
伝
に
日
は
く
、
霊
気
病
者
に

之
の
符
を
呑
ま
し
め
ば
即
時
に
口
走
離
れ

る
事
之
有
る
可
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

紙
に
五
輪
塔
を
描
き
五
大
種
字
を
墨
し
て
用
い
呑
む
こ
と
に
よ
り
平
癒
が
は
か
ら

れ
る
と
す
る
の
で
あ
り
、
般
若
寺
石
造
五
輪
塔
に
呪
歌
を
墨
書
す
る
こ
と
と
も
通

ず
る

一
面
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
今
で
も
石
塔
や
石
佛
を
削
り
そ
の
石

片
を
呑
む
と
病
を
治
し
う
る
と
す
る
信
仰

が
息
ず
い
て
い
る
が
、
般
若
寺
石
造
五

輪
塔
も
、
呪
歌
が
書
か
れ
虐
病
治
癒

の
信
仰
を
得
る
巾
で
、
そ
の
塔
身
が
削
ら
れ

石
粉
と
し
て
、
呪
粉
と
し
て
人
々
の
体
に
収
め
ら
れ
て
い
く
と
い

っ
た
事
態
が
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
書
に
は

「黒
符

目
伝
」
に
続
い

て

「
天
照
大
神
墨
符
」
の

一
項
を
た
て
、
相
似
た
五
輪
塔
に
五
大
種
字
を
入
れ
た

紙
符
を
掲
げ

「此
の
秘
符
は
、
律
宗

の
祖
師
、
興
正
菩
薩
が
天
照
大
神
よ
り
授
り

玉
い
し
者
に
し
て
、
霊
気
病

一
切
諸
病

・
大
神
小
神
の
崇
り
に
呑
ま
す
時
は
、
皆

な
即
時
に
平
癒
す

べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
興
正
菩
薩
叡
尊
の
名
と
弘
法
大
師
を

重
さ
ね
合
せ
れ
ば
こ
う
し
た
五
輪
塔
に
種
r
を
記
し
墨
ぬ
る
行
為
と
呪
歌
を
記
す

こ
と
の
通
ず
る

一
而
、
そ
の
よ

っ
て
来
る
由
縁
が
容
易
に
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

五
輪
塔
を
め
ぐ
る
呪
作
、
呪
法
は
西
大
寺
に
係
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
西
大
寺

中
興
i
興
正
菩
薩
叡
尊
が
天
照
大
神
墨
符
と
関
連
ず
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

そ
う
し
た
点
は
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
、
い
ま

一
度

『多
聞
院
日
記
』

に
目
を
帰
す
と
重
要
な
表
現
が
石
塔
に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
れ
る
の

で
あ
る
。

「
三
角

ノ
石
塔
」
の
語
が
そ
れ
で
あ
る
。
三
角
の
石
塔
で
直
ち
に
想
起

さ
れ
る
の
は
俊
乗
坊
重
源
と
そ
の
関
連
の
五
輪
塔
で
あ
る
。
滋
賀
県
犬
上
郡
多
賀

町
胡
宮
神
社
所
蔵

の
銅
製
五
輪
塔
は
火
輪
を
三
角
に
作
る
特
異
な
も
の
で
あ
り
、

地
輪
底
部
に

「奉
施
入
、
近
江
国
敏
満
寺
本
堂
金
銅
五
輪
寳
塔
…
建
久
九
年
十
二

月
日
、
造
東
大
寺
大
和
尚
南
無
阿
彌
陀
佛
」
と
刻
銘
さ
れ
て
い
る
。
是
れ
は
重
源

の

『南
無
阿
彌
陀
佛
作
善
集
』
に

「近
江
国
彌
満
寺
、
奉
施
入
銅
五
輪
塔

一
基
、

奉
納
佛
舎
利

一
粒
」
と
あ
る
五
輪
塔
に
該
当
す
る
。
兵
庫
県
小
野
市
浄
十
寺
所
蔵

の
銅
製
五
輪
塔
も
刻
銘
を
欠
く
が
胡
宮
神
社
蔵
銅
製
五
輪
塔
と
同
形
、
浄
土
寺
と

重
源
の
関
連
を
想
起
す
れ
ば
直
ち
に
重
源
関
係
の
塩轡
叩
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
関
連
深

い
山
口
県
阿
弥
陀
芋
に
も
水
精
製
の
三
角
火
輪
の

五
輪
塔
が
あ
り
、
『
南
無
阿
弥
陀
佛
作
善
集
」
の
中
に
は
多
く
の
五
輪
塔
1
銅
製

.

水
精
製
五
輪
塔
の
施
入
が
記
し
留
め
ら
れ
て
い
る
。
火
輪
を
三
角
に
造
形
す
る
三

角
五
輪
塔
は
俊
乗
坊
重
源
に
深
く
関
連
し
て
造
塔
さ
れ
は
じ
め
る
と
見
て
よ
い
も

の
な
の
で
あ
る
。

三
角
火
輪
五
輪
塔
、

一
[
で
表
現
す
れ
ば
三
角
の
石
塔
、
三
角
の
五
輪
塔
と
言

え
よ
う
。

『
多
聞
院
日
記
」
は
般
若
寺
に
三
角
石
塔

の
存
在
し
た
こ
と
を
語
る
が
、

こ
う
し
た

「三
角
の
石
塔
」
、
呪
歌

の
五
段
を
五
筆
で
墨
書
し
た
と
さ
れ
る
石
塔

は
、
火
輪
を
三
角
に
作
る
五
輪
塔
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。
般
若
寺

に
は
現
在
こ
の
石
塔
に
該
当
す
る
五
輪
塔
は
の
こ
さ
れ
て
居
ら
ず
、
そ
の
詳
細
は

不
明
で
あ
る
。
近
隣
の
地
に
こ
の
種

の
五
輪
塔
を
求
め
る
と
す
れ
ば
奈
良
市
・川
上

町
に
所
在
す
る
伴
墓
の
五
輪
塔
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
の

一
は
高
さ

一
・
し
五
麿
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を
測
る
巨
大
な
も
の
で
あ
り
、
美
し
い
三
角

の
火
輪
を
具
え
、
早
く
か
ら
著
名
な

も
の
で
あ
る
。
現
在
の
伴
墓

へ
は
後
に
運
び
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
旧
地
は
東

大
寺
境
内
鐘
楼
岡
に
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鐘
楼
岡
は
重
源
の

「東

大
寺
鐘
楼
岡
別
所
」
の
地
に
該
当
し
、
ま
さ
に
こ
の
三
角
五
輪
塔
が
先
述
の
諸
塔

と
同
様
、
重
源
に
重
さ
な
り
合
う
も
の
、

関
連
遺
品
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
般
若
寺
に
所
在
し
た
と
さ
れ
る

「三
角
ノ
石
塔
」
も

伴
墓
三
角
五
輪
塔
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ

っ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

東
大
寺
鐘
楼
岡
別
所
と
般
若
寺
の
間
は
近
く
、
両
寺
間
の
密
接
な
関
係
か
ら
推
測

す
る
な
ら
ば
両
寺
に
こ
う
し
た
三
角
五
輪
塔
が
土
ハに
見
ら
れ
た
と
す
る
こ
と
も
説

き
う
る
で
あ
ろ
う
。
般
若
寺
の
三
角
五
輪
塔
に
は
、

空
風
火
水
地
輪
の
各
輪
に

「
ツ
ユ
落
テ

・
松

ノ
ハ
カ

ロ
ク

・
ナ
リ
ヌ
レ
バ

・
雲

ノ
ヲ
コ
リ
ヲ

・
ハ
ラ
フ
秋
風
」

の
各
句
が
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
規
矩
も
雄
大
で

あ
り
、
伴
墓
五
輪
塔
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
か
み
の
般
若
寺
三
角
五
輪
塔
の
面
影
を
偲
ぶ
た
め
に
本
学
卒
業
生
狭
川
真

一

娠

綴
ρ

叉
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r

君
の
手
に
な
る
伴
墓
五
輪
塔
の
実
測
図
を
掲
げ
参
考
に
資
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

般
若
寺
に
三
角
五
輪
塔
が
嘗

っ
て
所
在
し
た
事
実
は
、
こ
の
特
異
な
塔
が
俊
乗

坊
重
源
と
深
く
係
り
合
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
重
源
と
般
若
寺
の
繋
り
を
も
暗
示
す

る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
般
若
寺
は
東
大
寺
と
同
様
、
治
承
四
年
平
重
衡
の
兵

火
に
よ
り
焼
失
し
て
お
り
、
そ
の
再
興
は
東
大
寺
大
佛
殿
の
重
修
完
成
後
の
建
久

六
年
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
重
源
は
な
お
嬰
礫
と
し
て
、
醍
醐
寺
に
宋
本

一

切
経
を
施
入
し
た
り
、
魚
住
大
輪

田
両
泊
を
修
築
、
敏
満
寺
に
金
銅
五
輪
塔
を
施

入
し
、
東
大
寺
三
月
堂
を
修
造
す
る
と
い
っ
た
動
き
が
あ
る
だ
け
に
般
若
寺
再
興

に
も
重
源
が
直
接
采
配
を
ふ
り
、
そ
の
事
業
に
当

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
重
源
を
援
け
た
石
工
、
宋
人
伊
行
未
等
の
造
立
に
な
る
石
造
十
三
重
塔
、

或
ひ
は
、
父
母
追
善

の
た
め
伊
行
吉
の
造
立
し
た
二
基
の
笠
塔
婆

の
存
在
か
ら
す

る
な
ら
ば
重
源
と
般
若
寺
と
の
関
連
は
極
め
て
強
い
も
の
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
重
源
、
伊
行
末
ら
の
係
る
中

で
建
久
六
年
の
般
若
寺
再
建
が
果
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

『多
聞
院
日
記
」
所
掲
の
石
造
三
角
五
輪
塔
は
こ
う
し
た
動
き

を
反
映
す
る
造
塔

の

一
で
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
般
若
寺
は
正
嘉
年
間
、
再
度
焼
亡
し

一
日
.は
寺
勢
の
縮
小
を
見
る
の

で
あ
る
が
、
文
永
四
年
、
西
大
寺
興
正
菩
薩
叡
尊
の
手
で
再
興
が
は
か
ら
れ
、
仏

殿
、
僧
房
が
営
ま
れ
て
い
き
寺
観
が
恢
復
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
現
存
の
楼
門

も
こ
の
時
期
の
建
築
と
説
か
れ
て
お
り
、
西
大
寺
所
蔵
の
興
正
菩
薩
叡
尊
寿
像
の

胎
内
奉
籠
物
中
の

『
西
大
寺
有
恩
過
去
帳
』
に
も
般
若
寺
の
名
が
見
え
る
な
ど
よ

く
そ
う
し
た
経
緯
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
重
源
、
叡
尊
、
忍
性
と
い
っ
た

一
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連
の
動
き
の
中

で
、
次
第
に
こ
の
寺
が
西
大
寺
と
連
緊
を
も

っ
て
い
く
過
程
が
よ

み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
西
大
寺
が
中
世
の
信
仰
、
わ
け
て
も
庶
民
に
与
え
た
そ
の

影
響
は
極
め
て
大
き
い
。
五
輪
塔
を
め
ぐ
る
呪
的
環
境
も
西
大
寺
の
唱
導
す
る
と

こ
ろ
と
さ
れ
、
叡
尊
に
そ
の
祖
を
求
め
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
先
の
聖
徳
太

子
を
南
岳
慧
思
の
再
誕
と
見
、
大
日
如
来
を
本
地
と
す
る
考
え
も
叡
尊
に
わ
け
て

も

つ
よ
い
も
の
が
あ
り
太
子
陀
留
摩
の
軸

も
そ
う
し
た
叡
尊
の
動
き
で
般
若
寺
に

息
ず
い
た
も

の
と
言
え
る
。
般
若
寺
が
叡
尊

の
再
興
後
、
真
言
律
宗
に
転
じ
庶
民

衆
庶
の
信
仰
を
獲
得
し
て
い
く
、
そ
の
遡
源
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
叡
尊
、
及
び
以
後

の
各
師
の
動
き
に
由
縁
す
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

般
若
寺
妙
光
院
が
英
俊
に
物
語

っ
た
太

子
掛
字
は
奈
良
朝
創
立
寺
院
で
あ
る
般

若
寺
が
再
興
時
、
叡
尊
が
太
子
信
仰
に
基
ず
い
て
生
み
だ
し
た
辟
除
治
病
の
呪
軸

で
あ
ろ
う
し
、
露
お
ち
て
松
の
葉
か
ろ
き

の
呪
歌
も
ま
た
中
世
が
生
み
出
し
た
虐

病
治
癒
の
呪
歌
で
あ
り
、
般
若
寺
が
寺
を
め
ぐ
る
呪
的
環
境
を

つ
く
り
出
す

一
つ

の
働
き
で
あ

っ
た
。
奈
良
街
の
人
々
の
疫
疾
を
被
い
癒
す
寺
と
し
て
般
若
寺
が
中

世
に
生
き
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
俊
乗
坊
重
源
と
係

っ
た
石
造
三
角
石

塔
も
、
そ
う
し
た
重
源
と
般
若
寺
の
深
い
係
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
そ

の
縁
は
忘
却
さ
れ
、
む
し
ろ
、
叡
尊
の
説

い
た
虐
病
治
癒
の
呪
意
の
赴
く
対
象
と

し
て
息
ず
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
妙
光
院
の
語
る
所
、
ま
さ
に
般
若
寺
の
系

譜
と
動
き
を
含
む
重
要
な
語
り
、
重
源
、
叡
尊
、
忍
性
と
い
っ
た
西
大
寺
を
中
心

に
働
く
高
僧
の
動
き
を
も
秘
め
て
の
重
要

な
語
り
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

平

城
宮
鵬
鵡
鳥
杯
記

昭
和
三
八
年
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
が
平
城
宮
第
二
次
内
裏
北
面

の
発
掘

調
査
を
実
施
し
て
い
た
と
こ
ろ
三

・
八
米
四
方
、
深
さ

一
・
七
米

の
方
穴
を
発
見

し
た
。
こ
の
穴

の
底
に
は
樹
葉
と
共
に
木
簡
が
見
出
さ
れ
、
こ
の
上
に
有
機
質
を

多
量
に
含
む
暗
褐
色
土
が
厚
く
堆
積
し
、
内
に
多
数
の
木
製
品
、
⊥
器
な
ど
が
含

ま
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
上
層
に
は
砂
礫
を
ま
じ
え
た
赤
褐
色
土
が
極
め

て
厚
く

⊃

・
一
五
米
)
堆
積
し
、

一
時
に
埋
め
ら
れ
た
状
況
を
示
し
て
い
た
と
い
う
。

内
裏

一
劃
の
廃
棄
拡
と
で
も

い
う
べ
き
遺
構
で
あ
っ
た
。

こ
の
廃
棄
拡
中
か
ら
見
出
さ
れ
た
多
く
の
遺
品
の
中
に
注
目
す
べ
き

一
点
の
土

器
ー
杯
が
あ
る
。
直
径

一
七
諺
、
高
さ
三
・六
諺
の
土
師
器
の
杯
で
あ
る
。
そ
の
内

面
中
央
に
墨
鮮
や
か
に

「
圷
」
の

一
字
が
書
か
れ
、
底
部
外
面
に
大
書
し
て
こ
行
、

,,

蕊
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右
に

「莫
採
」
、
左
に

「鵬
鵡
鳥
圷
」
の
文
字
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
他
、

「
莫
採
」
の
行
に
接
し
て
逆
書
さ
れ
た

「君
我
念
」

「道
為
金
」
の
呪

符
が
は
や
り
墨
書
さ
れ
て
お
り
、
鵬
鵡
鳥

や
呪
符
と
い
っ
た
特
異
な
語
り
を
も

っ

圷
と
し
て
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
鵬
鵡
鳥
は
、
極
め
て
珍
鳥
、
貴
鳥
で
あ
り
、

大
唐
国
や
百
済

・
新
羅
国
か
ら
本
朝
に
運
び
こ
ま
れ
た
鳥
で
あ
る
。

『本
朝
無
題

詩
』
に
は

「聞

三
大
宋
商
人
献

二
鵬
鵡

一
」
と
題
す
る

一
首
が
あ
る
。

朧
西
翅
入
漢
宮
深
、
采
々
麗
容
馴
徳
音

、
巧
語
能
言
同
舞
士
、
緑
衣
紅
砦
異
衆

禽
、
可
憐
舶
上
経
遼
海
、
誰
知
籠
中
思
郡
林
、
商
客
献
来
鵬
鵡
鳥
、
禁
囲
委
命

勿
長
吟
、

当
時
の
鵬
鵡
鳥
観
を
語
り
え
て
妙
な
る

一
首
で
あ
る
。
鵬
鵡
鳥
が
如
何
に
珍
貴

な
る
鳥

で
あ

っ
た
か
は
そ
の
渡
来
舶
載
の
事
実
が
正
史
に
正
し
く
記
し
留
め
ら
れ

て
い
る
事
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
六
国
史
に
登
場
す

る
鵬
鵡
鳥
は
六
條
。
大
化
三
年
十
二
月
条
に
は

「新
羅
遣
上
臣
丈
阿
喰
金
春
秋
等
、

送
博
士
小
徳
高
向
黒
麻
呂
小
山
中
中
臣
連
押
熊
、
来
献
孔
雀

一
隻
、
鵬
鵡

一
隻
」
、

斉
明
天
皇
二
年
九
月
条
に
は

「西
海
使
佐
伯
連
拷
縄
、
小
山
下
難
波
吉
士
国
勝
等
、

自
百
済
還
、
献
鵬
鵡

一
隻
」
、
天
武
天
皇
十
四
年
五
月
条
に
は

「高
向
朝
臣
麻
呂
、

都
努
朝
臣
牛
飼
等
至
自
新
羅
…
新
羅
王
献
物
…
鵬
鵡
二
隻
、
鵠
二
隻
、
及
種
々
寳

物
」
、
聖
武
天
皇
天
平
四
年
五
月
条
に
は

「新
羅
使
金
長
孫
等
四
十
人
入
京
、
庚

申
金
長
孫
拝
朝
、
進
種
々
財
物
、
井
鵬
鵡

一
口
…
騨
二
頭
」
、
仁
明
天
皇
承
和
十

四
年
九
月
条
に

「入
唐
求
法
僧
慧
雲
、
献
孔
雀

一
隻
、
鵬
鵡
三
、
狗
三
」
、
鳥
羽

天
皇
嘉
祥
三
年
二
月
条
に

「聖
躬
不
予
…
放
諸
鷹
犬
及
籠
鳥
、
唯
留
鵬
鵡
」
と
い

っ
た
六
條
の
記
事
が
そ
れ
ぞ
あ
る
。
六
條
中
、
五
條
ま
で
が
鶴
鵡
舶
載
の
経
過
を

述

べ
る
も

の
で
あ
り
、
国
使
の
来
朝
、
遣
使
、
遣
僧
の
帰
国
に
係
り
本
朝
に
斉
ら

さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
よ
く
物
語

っ
て
居
り
、
鵬
鵡
が
外
交

の
場
に

「珍

貴
寳
物
」
と
し
て
重
要
な

一
劃
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

後
に
は

「
百
錬
抄
」
に

「永
保
二
年
八
月
八
日
、
覧
大
宋
商
客
楊
宥
所
献
之
鵬
鵡

踏

攣

」
、

『本
朝
世
紀
」
に

「
久
安
四
年
閏
六
月
吾

辛
門

抑
去
春
頃
太
宰

府
博
多
津
、
宋
朝
商
客
、
渡
孔
雀
及
鵬
鵡
於
本
朝
、
即
献
宇
治
入
道
大
相
国
、
大

相
国
被
伝
献
法
皇
」
と
あ
る
よ
う
に
宋
人
商
客
が
本
朝
貴
人
に
鵬
鵡
鳥
を
斉
し
て

て
い
た
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
鵬
鵡
鳥
が
異
国
の
鳥
、
唐
鳥
と
し
て
高
い
声
価
を
得
る
に
至
る
、
そ

の
経
緯
は
明
確
で
あ
ろ
う
。

『台
記
」
久
安
三
年
十

一
月
十
日
条
に
は

「伝
聞
、

摂
政
献
孔
雀
鵬
鵡
於
法
皇
、
是
西
海
庄
所
貢
云
々
、
」
と
あ
り
、
同
書
の
二
八
日

条
に
は

「
法
皇
借
給
鵬
鵡
於
禅
閣
、
余
見
之
、
舌
如
人
、
能
言
是
故
玖
、
但
聞
其

鳴
無
言
語
、
疑
是
依
漢
語
日
域
人
不
聞
知
玖
」
と
い
っ
た
記
事
を
見
る
の
で
あ
る

が
、
法
皇
が
摂
政
藤
原
忠
通
よ
り
鵬
鵡
鳥
の
献
上
を
う
け
た
り
、
ま
た
禅
閣
藤
原

忠
実
よ
り
鵬
鵡
を
借
り
た
り
と
い
っ
た
動
き
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
貴
紳
環
視
の

的
と
し
て
鵬
鵡
鳥
が
息
ず
い
て

い
た
の
で
あ
る
、
そ
の
故
に
こ
そ
仁
明
天
皇
不
予

に
当

っ
て
も
鷹
狩
の
鷹
や
犬
、
或
い
は
籠
の
中
の
鳥
を
放
生
す
る
の
に
対
し
、
「唯

留
鵬
鵡
」
と
あ
る
よ
う
に
、
物
言
う
鳥
、
異
域
の
珍
鳥
、
霊
の
交
わ
る
貴
鳥
と
し

て
の
鵬
鵡
鳥
の
性
格
か
ら
し

て
、

こ
れ
の
み
は
放
生
の
対
象
と
は
な
し
え
な
か

っ
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た
の
で
あ
る
。
鵬
鵡
鳥
が
天
皇
や
皇
親
貴
族
の
極
め
て
限
ら
れ
た
世
界
に
の
み
在

る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
こ
こ
に
窺
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

平
城
宮
発
見
の

「鵬
鵡
鳥
杯
」
は
こ
う
し
た
性
格
、
位
置
ず
け
を
も

つ
鵬
鵡
鳥

に
係
わ
る
遺
品
で
あ
る
。
鵬
鵡
鳥
と
上
師
器
圷
が
ど
の
よ
う
に
交
錯
す
る
も
の
で

あ
る
の
か
、
そ
の
交
感
す
る
と
こ
ろ
を
次

に
考
え
よ
う
。
こ
の
杯
は
、
そ
の
内
面

底
部
に

「杯
」
の

一
字
を
墨
書
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

「杯
」
は
盛
饅
の

目
パ
で
あ
り
食
を
盛
り

つ
け
る
器
で
あ
る
。

そ
う
し
た
盛
饅
の
機
能
を
兼
備
し
た
杯

で
あ
る
こ
と
を

「杯
」
字
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
盛
饅
の
機
能
を

限
定
す
る
言
葉
が
底
部
裏
面
の

「鵬
鵡
鳥
杯
」
の
墨
書
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば

鵬
鵡
鳥
の
食
を
盛
り

つ
け
た
杯
と
い
う
意
味
と
な
り
、
圷
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場

な
り
対
象
が
浮
か
び
上
る
の
で
あ
る
。
鵬
鵡
鳥

の
餌
皿
と
い
う
べ
き
姿
が
想
起
さ

れ
る
と
説

い
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
鵬
鵡
鳥
杯
と
同
じ
穴
か
ら
発
見
さ
れ
た

い
ま

一
つ
重
要
な
資
料
が
あ
る
。
や
は
り
土
師
器
杯
で
あ
り
側
面
外
方
に

「鳥
杯

莫
…
」
と
墨
書
さ
れ
、
内
面
底
部
に

「鳥
食
入
器
二
口
」
と
達
筆
で
し
た
た
め
ら

れ
た

一
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

「鳥
杯
」
が
実
は

「鳥
食
入
器
」
で
あ
る
こ
と
を
明

示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
関
係
か
ら
す
れ
ば

「鵬
鵡
杯
」
は

「鵬
鵡
鳥
食
入

器
」
と
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
、
推
定
通
り

「鵬
鵡
鳥
餌
皿
」
で
あ
る

こ
と
が
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「鳥
圷
」

の
鳥
は
そ
の
種
名
を
明
き
ら
か
に
し
な

い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
鵬
鵡
鳥
を
含
め
鵠
鳥
、
孔
雀
と
い

っ
た
珍
鳥
で
あ

っ
た

可
能
性
が

つ
よ
い
。
二
口
と
い
う
数
も
ま

た
そ
う
し
た
性
格
の
鳥
に
対
応
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

「鵬
鵡
鳥
杯
」
、

「鳥
杯
」
を
廃
棄
し
た
土
坑
は
、
第
二
次

内
裏
の

一
劃
、
北
面
の
中
央
に
該
当
し
て
い
る
。
内
裏
の
籠
中
に
飼
養
さ
れ
る
鵬

鵡
鳥
や
孔
雀
、
鵠
鳥
に
用
い
故
あ

っ
て
廃
棄
す
る
に
相
応
し
い
場
で
あ
る
と
見
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で

一
穴
に
こ
う
し
た
鳥
餌
皿
一
、枚
、
そ
れ
も
筆
蹟
の
異

る
一
、枚
が
共
に
同
時
廃
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
事
実
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
し
た
内
裏
の
珍
鳥
、
貴
鳥
を
扱
う
職
掌
が
こ
の
付
近
に
あ

っ
た
も
の
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、

「
鵬
鵡
鳥
圷
」

に
見
え
る

「
莫
採
」
の
二
字
で
あ
り

「鳥
圷
莫
…
」
の

「莫
…
」
の
字
句
で
あ
る
。

「
と
る
な
か
れ
」
と
態
々
墨
書
す
る
事
は
興
味
ぶ
か
い
。
鵬
鵡
鳥
圷
、
鳥
杯
、
或

は
内
に
盛
ら
れ
た
饅
は

「莫
採
」
の
言
葉
で
も

っ
て
他
を
拒
.否
し
、
隔
絶
す
る
も

の
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
莫
採
」
の
語
は
相
い
通
ず
る
語
を
、平
城
宮

の
内
で
見
出

す
こ
と
が
出
来
る
。
第
五
次
調
査
で
発
見
さ
れ
た

「
弁
塘
勿
他
人
取
」

「弁
坑
勿

他
人
者
」
、
第
十
三
次
調
査
で
発
見
さ
れ
た

「
炊
女
取
不
得

・
若
取
者
答

・
五
十

・

酷
太
郎
」
な
ど
の
墨
書
を
も

つ
土
師
器
杯
が
そ
れ
で
あ
る
。
勿
採
、
勿
者
、
取
不

得
と
い

っ
た
表
現
と
莫
採
と
い
う
表
現
は
ま
さ
に
重
さ
な
り
合
う
言
葉

・
表
現
と

言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
弁
垢
」

「弁
坑
」
は
弁
備
、
支
弁
し
た
坊

・
坑
で
あ

り
、
官
給
の
器
ー
杯

で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
官
物
な
の
で
あ

る
か
ら

「勿
採

・
勿
者

・
取
不
得
」
と
い
っ
た
規
制
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
語
意
か
ら
す
る
な
ら
ば

「莫
採
」
と
さ
れ
た
鵬
鵡
鳥
杯
や
鳥
杯
は
共
に

官
給
の
餌
皿
、
官
に
支
弁
さ
れ
た
餌
皿
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
天
皇
起
居
の
場
ー
平
城
宮
内
裏
の

一
劃
に
、
他
の
珍
鳥

・
貴
鳥
と
共
に
鵬
鵡
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鳥
の
飼
籠
が
あ
り
、
官
に
常
備
さ
れ
た
餌
皿
を
用
い
て
官
人
が
飼
養
す
る
、
そ
う

し
た
状
景
が
浮
か
び
上
り
、
併
せ
て
こ
の
聖
な
る
鳥
の
器
が
官
物
だ
け
に

「莫
採
」

と
い
っ
た
制
限
が

つ
よ
く
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鵬
鵡
杯
に
盛
ら
れ
た
餌

が
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
は
不
明
と
し
て
も
他
の
鳥
と
区
別
さ
れ
る
餌
で
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
は
鵬
鵡
鳥
圷
と
特
別
に
表
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
読
み
と
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
丁
重
に
と
り
扱
わ
れ
た

「
鵬
鵡
鳥
杯
」
に
注
目
す
べ
き
事
実
が
見

ら
れ
る
。

「我
君
念
」

「道
為
金
」
の
呪
符
が
別
筆
で
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
逆
書
さ
れ
て
居
り
、

「莫
採

・
鵬
鵡
鳥
圷
」
と
墨
書
さ
れ
て
、
後
に

書
き
こ
ま
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

「我
君
念
」
の
呪
符
が
妻
が
夫
と

の
離
別
を
願
い
用
い
る
離
別
の
呪
符

で
あ
る
こ
と
は
早
く
藤
沢

一
夫
先
生
の
説
か

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「道
為
金
」
が
逆
に
妻
が
夫
の
愛
を
引
き
も
ど
そ
う
と
す

る
和
合
の
呪
符
で
あ
る
こ
と
も

一
方

で
推
測
の
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
離
別

・

和
合
の
両
符
が
こ
の
餌
皿
に
書
き
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
と
み
た
い
。
鵬
鵡
鳥
と
無

関
係
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
二
呪
符
が
こ
の
杯
に
墨
書
さ
れ
る
理
由
は
、
恐
ら
く
こ

の
鵬
鵡
圷
と
掌
餌
の
官
人
-
女
嬬
と
の
関
係
で
把
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
女

人
の
用
い
る
呪
符
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
使
用
中
の
鵬
鵡
鳥
杯
か
、
廃
棄
さ
れ

る
鵬
鵡
鳥
圷
か
、
そ
の
い
ず
れ
に
呪
符
を
墨
書
し
た
の
か
も
明
確

で
な
い
し
、
呪

符
も
書
写
し
た
の
み
な
の
か
呪
動
す
る
実
用
す
る
も
の
な
の
か
も
ま
た
明
確
で
な

い
が
、
鵬
鵡
鳥
圷
と
女
人
と
呪
符
に

一
脈

の
連
り
が
よ
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

平
城
宮
内
裏

一
劃

の
鵬
鵡
鳥
圷
の
語
り
は
華
や
か
な
宮
廷
の
動
き
を
如
実
に
伝

え
る
も
の
で
あ
る
。
漢
種
の
貴
鳥

・
珍
鳥
が
倭
種
の
瑞
鳥

・
祥
鳥
と
共
に
噌
り
、

文
物
整
う
様
を
誇
ら
か
に
語
り
上
げ
る

一
方
、
女
嬬

の
悩
み
、
苦
し
み
を
も
ま
た

よ
み
が
え
ら
せ
る
文
物
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

「
鵬
鵡
鳥
杯
」
を
求
め
て
そ
の
姿
を
追
う
と
興
味
ぶ
か
い

一
文
に
遭
遇
す
る
の
で

あ
る
。

『続
世
継
」
四
に
見
え
る

「波
の
上
の
盃
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
寛
治
五
年

の
こ
と
と
し
て

三
月
三
日
曲
水
宴
と
い
ふ
こ
と
は
、
六
条
殿
に
て
、
こ
の
殿
麟

せ
さ
せ
給
と

き

こ

え
待

き

、

か

ら

人

の

み

ぎ

は

に

な

み

ゐ

て
、

あ

う

む

の

さ

か

ず

き

う
か

べ

て
、
も
も
の
花
の
宴
と
て
す
る
こ
と
を
、
東
三
条
に
て
、
御
堂
の
お
と
ど
離

せ
さ
せ
給
き
、

と
い
っ
た
曲
水
宴
を
め
ぐ
る
記
事
を
掲
げ
て
い
る
。
曲
水
宴
に
浮
か
べ
る
盃
を

あ
う
む
の
さ
か
ず
き
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
あ
う
む
の
さ
か
ず
き
が

「鵬
鵡

鳥
圷
」
と
漢
字
化
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ

に

「鵬
鵡
鳥
圷
」
に

一
つ
の
新
ら
た
な
性
格
が
よ
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
の

記
事
は

『
酒
食
論
」
に
も

「
造
酒
正
長
持
申
様
」
と
し
て

元
服
わ
た
ま
し
詩
歌
の
会
…
酒
の
な
く
て
は
い
か
が
せ
む
。
中
に
も
曲
水
重
陽

の
、
え
ん
く

わ
い
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
、
あ
る
ひ
は
う
か
ぶ
る
鵬
鵡
盃
、
あ
る

ひ
は
な
が
れ
の
ら
ん
し
ゃ
う
も
…
…

と
い
っ
た
記
事
を
載
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
月
三
日
上
巳
の
節
日
、
水
辺
に

宴
を
た
て
て
曲
水
宴
と
呼
び
不
祥
を
被
除
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
曲
水
宴
に

「
鵬
鵡
盃
」
が
息
ず
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
寛
仁
四
年
三
月
上
巳
日
、
藤
原
道
長
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邸
で
行
な
わ
れ
た
曲
水
宴
は
余
程
注
目
を
ひ
い
た
も
の
と
見
て
多
く
の
書
に
そ
の

情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

『
日
本
紀
略
』

に
は
、

「寛
仁
四
年
三
月
三
日
庚
子
、

今
日
左
大
臣
於
上
東
門
第
設
曲
水
宴
、
題
云
、
因
流
乏
酒
」
と
あ
り
流
れ
に
よ
り

て
酒
を
浮
ぶ
と
題
し
て
の
宴

で
あ

っ
た
。

こ
の
日
の
宴
を

『法
成
寺
摂
政
記
」
に

は
、
「因
流
酒
乏
、
用
之
、
申
時
許
天
気
晴
、
水
辺
立
座
下
土
居
、
羽
膓
頻
流
、
移

唐
家
儀
、
衆
感
懐
」
と
の
べ
て
い
る
が

『
江
吏
部
集
』
は
更
に
詳
細
に

連
賓
楊
於
林
辺
、
書
整
詞
華
之
冠
、
汎
羽
膓
於
水
上
、
頻
酌
文
章
之
酒
、
至
彼

献
酬
之
淺
深
任
波
心
、
巡
行
之
遅
速
経
岸
脚
…

と
よ
み
あ
げ
て
い
る
。
先

の
二
書
に
見
え
る

「鵬
鵡
盃
」
は
、
こ
の
道
長
の
曲

水
宴
で
は

「羽
膓
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
羽
膓
の
句
は
寛
治
五
年
三
月

十
六
日
、
藤
原
師
通
の
行
な

っ
た
曲
水
宴
を
記
し
と
ど
め
た

『中
右
記
」
に

「六

条
水
閣
、
被
展
曲
水
詩
莚
、
未
刻
人
々
参

会
之
後
、
尊
客
到
来
、
引
就
庭
中
草
整

座
、
殿
上
人
五
六
輩
同
著
之
、
次
文
人
等

引
著
水
辺
座
円
座
了
後
、
羽
爵
流
水
、

一
々
持
之
令
飲
…
羽
膓
屡
流
、
人
々
令
飲
、
船
楽
退
出
…
」
と
あ
り
、
具
体
的
な

情
景
を
伴

っ
て
姿
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
文
中
の

「
羽
爵
」

「
羽
膓
」
は
共
に
酒

器
で
あ
り
共
に
鳥
を
模
し
た
爵

・
膓

、
酒
壷

・
酒
盃
を
い
う
の
で
あ
る
。
流
水
に

任
せ
て
爵

・
膓
が
流
れ
て
い
く
、
そ
う
し
た
中
で
詩
を
献
ず
る
遊
び
が
曲
水
宴
な

の
で
あ
る
。
普
通
、
羽
爵

・
羽
膓
は
雀
の
羽
翼
を

つ
け
た
様
を
象
る
と
さ
れ
て
い

る
が
、

『
三
長
記
」
に
は

「羽
爵
、
寛
弘
黒
漆
、
寛
治
作
水
鳥
繰
色
、
置
盃
」
と

あ
り
、
先
の
寛
治
五
年
の
曲
水
宴

で
は
水
鳥
を
象
り
彩
色
し
た
舟
木
に
酒
盃
を
の

せ
て
流
す
と
い
っ
た
羽
爵
の
制
を
と

っ
た

こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
雀
に
限
ら
ず

水
鳥
を
象
る
こ
と
場
合
も
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
来
る
と

『続
世
継
」
、

『酒
食
論
」
に
記
さ
れ
た

「鵬

鵡
杯
」
が
鳥
形
の

一
で
あ

っ
た
可
能
性
が
浮
び
上
る
の
で
あ
る
。
鵬
鵡
鳥
と
い

っ

た
貴
種
の
鳥
を
と
り
上
げ
、
こ
れ
を
象

っ
た
舟
台
を
作
り
酒
圷
を
の
せ
て
、
こ
れ

を
曲
水
宴
に
流
し
用
い
る
、
そ
う
し
た
情
景
が
復
原
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
羽
爵

・

羽
膓
が
鵬
鵡
盃
に
核
当
す
る
だ
け
に
、
羽
を
鵬
鵡
鳥
と
重
さ
ね
合
せ
て
、
美
称
し

て

「鵬
鵡
盃
」
と
呼
ぶ
場
合
も
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
曲
水

宴

の
流
水
に
迂
べ
ら
れ
た
酒
盃
は
、
時
に

「鵬
鵡
盃
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

鵬
鵡
盃
、
こ
の
名
は
平
城
宮
内
裏
の

一
劃
で
発
掘
さ
れ
た

「鵬
鵡
鳥
圷
」
と
そ

の
名
に
お
い
て
重
さ
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。
平
城
宮

の

一
点
の
圷
が
曲
水
宴
で

用
い
ら
れ
る

「鵬
鵡
盃
」
の

一
で
あ

っ
た
と
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た

「鵬
鵡
鳥
杯
」

の
発
見
地
は
、
平
城
宮
内
裏
北
域
で
あ
り
、
天
皇

起
居
の
空
間
で
あ
り
、
曲
水
宴
に
そ
ぐ
わ
ぬ
地
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
同

一
の
土
拡
か
ら
共
存
し
て

「
鳥
食
入
器
二
口

」
の
墨
書
を
も

つ
土
器
が
あ
り
、

鳥
餌

を
入
れ
た
圷
と
共
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
や
は
り
鵬
鵡
鳥
の

餌
を
盛
る
圷
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
直
接
曲
水
宴
と
は
関
係
な
き
も
の
と
言
え
よ

う
。一

点
の
墨
書
土
器
の
語
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
鵬
鵡
鳥
の
食
餌
を
盛
る
器
、
曲

水
宴
の
羽
膓
と
し
て
の
器
、
そ
う
し
た
相
異

っ
た
世
界
に
同
じ
き
言
葉
で
呼
ば
れ

る
も
の
の
世
界
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
共
に
平
城

・
平
安
の
都
、
貴
紳
の
間
で
の

華
や
か
な
世
界
を
垣
間
見
せ
る
文
物
と
し
て

一
つ
の
語
り
を
も

つ
の
で
あ
る
。
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