
都
良
香
像
の
変
質
と
「
天
神
縁
起
」

－
　
鬼
の
付
句
を
め
ぐ
　
っ
　
て

は
じ
め
に

菅
原
遺
裏
と
い
う
人
物
が
い
る
。
字
多
天
皇
の
治
政
下
で
絢
m
た
る
詩
を
謡

い
あ
げ
た
人
だ
が
、
今
、
人
は
彼
を
「
天
神
」
と
呼
ぶ
。
「
天
神
」
と
呼
ば
れ

る
け
れ
ど
も
、
彼
は
元
々
一
人
の
「
人
間
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
神
に
祀
ら
れ

た
瞬
間
か
ら
、
人
間
と
し
て
の
遺
良
の
人
生
は
〝
神
″
と
し
て
説
明
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
遺
業
の
周
辺
に
あ
っ
て
、
彼
と
関

わ
り
を
持
っ
た
人
物
は
、
天
神
と
の
関
わ
り
の
中
で
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
与

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
都
良
香
に
関
す
る
一
説
話
が
、
天
神
の
影
響
に
よ
っ
て
何
加
に

変
化
し
て
ゆ
く
か
を
辿
り
、
天
紳
説
話
の
中
で
良
香
の
人
物
像
が
倭
小
化
し
て

ゆ
く
あ
と
を
辿
っ
て
み
た
い
。

一
、
部
長
香

実
際
の
説
話
を
見
て
ゆ
く
前
に
、
良
香
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
良
香
は

承
和
元
年
（
八
三
四
）
に
生
ま
れ
、
元
慶
一
二
年
（
八
七
九
）
二
月
二
十
五
日
に

四
十
六
才
で
亮
じ
て
い
る
。
父
親
の
貞
継
は
主
詔
頭
で
正
五
位
下
で
あ
っ
た
。

艮
香
は
貞
親
十
一
年
（
八
六
九
）
に
三
十
六
才
で
対
貴
、
及
第
し
た
が
、
こ
の

時
の
「
神
仙
策
」
は
名
文
の
誉
れ
高
い
。
翌
十
二
年
に
少
内
記
に
任
じ
ら
れ
、

十
五
年
に
大
内
記
に
転
じ
て
か
ら
没
す
る
直
前
ま
で
内
記
の
職
を
務
め
た
良
香

木

香

は
、
そ
の
間
に
文
章
博
士
・
起
前
権
介
も
兼
任
し
て
い
る
。
十
年
近
く
に
わ
た

り
内
記
の
職
に
在
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
文
才
が
当
時
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
現
わ
せ
る
。

良
香
の
人
と
な
り
を
推
測
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
『
本
朝
神
仙
伝
』
に
収
め

ら
れ
る
一
連
の
説
話
が
あ
る
が
、
確
実
な
伝
記
で
は
な
く
虚
構
性
が
強
い
。
そ

こ
で
『
三
代
実
録
』
の
元
慶
三
年
二
月
二
十
五
日
の
条
に
記
さ
れ
る
彼
の
質
草

伝
を
見
る
と
、

姿
麓
痙
湯
。
甚
有
ニ
哲
力
一
。
博
通
二
史
侍
㌔
才
近
地
畳
。

撃
勒
二
京
師
一
。
居
レ
貧
尤
レ
財
。
常
不
レ
撃
レ
撃
雲
㌔

と
あ
る
。
良
香
は
博
識
で
、
詩
の
才
が
豊
か
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
体
駐
堂
々

た
る
威
丈
夫
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
の
文
人
ら
し
か
ら
ぬ
武
人
的
性
向

（
注
1
）

に
つ
い
て
は
、
既
に
川
口
久
雄
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

良
香
の
詩
人
と
し
て
の
才
が
ど
の
程
度
の
評
価
を
得
て
い
た
か
を
知
る
手
掛

り
と
し
て
、
『
和
漢
朗
詠
集
．
ロ
の
入
集
詩
数
を
見
る
と
、
日
本
の
詩
人
の
内
で

は
、
菅
原
文
時
四
四
首
、
遺
裏
三
八
首
、
大
江
朝
綱
・
源
皿
三
〇
首
、
紀
長
谷

雄
二
二
首
、
慶
滋
保
胤
一
八
首
に
次
い
で
、
六
番
目
に
多
い
二
二
首
が
収
め
ら

（
汁
言
こ

れ
て
い
る
。
無
論
入
集
し
て
い
る
詩
の
数
が
多
い
こ
と
が
即
ち
詩
人
と
し
て
の

技
価
を
示
す
も
の
と
は
言
い
得
ま
い
が
、
平
琴
時
代
中
期
頃
に
は
、
良
香
の
詩

は
相
当
に
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
彼
は
貞
観
期
を
代
表
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す
る
詩
人
で
あ
る
と
見
倣
し
得
る
。

二
、
鬼
の
付
句

『
朗
詠
集
』
に
収
め
ら
れ
る
良
香
の
詩
の
中
に
、
「
気
国
風
硫
二
新
柳
窪
一
氷

消
波
洗
二
旧
否
喪
t
」
　
（
上
巻
・
早
春
）
と
い
う
、
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
一
月

二
十
日
に
催
さ
れ
た
内
宴
の
席
で
作
ら
れ
た
詩
が
あ
る
。
こ
の
句
の
恵
は
「
天

草
っ
ら
ら
か
に
晴
れ
、
暖
い
風
が
新
芽
を
出
し
た
柳
の
枝
を
そ
よ
が
す
の
は
美

人
の
髪
を
く
し
琉
る
よ
う
だ
。
は
り
つ
め
た
池
の
氷
も
消
え
て
水
辺
の
苔
が
さ

（
注
3
）

ざ
波
に
ゆ
れ
動
く
の
は
、
去
年
か
ら
の
古
い
裳
を
波
が
洗
う
よ
う
に
見
え
る
」

と
な
る
。

こ
の
詩
を
め
ぐ
っ
て
、
．
『
江
談
抄
』
と
甲
本
朝
神
仙
伝
』
に
よ
く
似
た
説
話

が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

江

談

抄

故
老
侍
云
。
彼
此
騎
馬
人
。
月
夜
過
ニ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

羅
城
門
一
謡
‥
此
旬
l
。
棍
上
有
レ
黎

日
。
阿
波
建
阿
披
嘘
。
文
之
押
妙
自

彗
1
剰
到
l
l
也
。

（
群
書
類
従
本
に
よ
る
）

神
仙
伝

（
良
香
）
昔
作
詩
日
。
気
鐸
風
琉

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

新
柳
髪
。
人
前
此
句
過
朱
雀
門
前
。

楼
上
有
鬼
大
感
嶽
之
。

（
日
本
思
想
大
系
本
に
よ
る
）

あ
る
人
物
（
『
江
談
抄
』
で
は
「
騎
馬
人
」
、
『
神
仙
伝
』
で
は
「
人
」
）

が
良
香
の
詩
句
を
請
じ
る
の
を
鬼
が
聞
き
、
そ
の
詩
に
感
じ
た
と
い
う
内
容
で

あ
る
。
鬼
の
居
る
瘍
所
が
『
江
談
抄
』
で
は
「
羅
城
門
」
、
『
押
仙
伝
』
で
は

「
朱
雀
門
」
と
相
異
す
る
が
、
南
門
は
と
も
に
怪
異
の
多
い
門
で
あ
っ
た
か

ら
、
大
き
な
異
同
で
は
な
い
。
こ
の
説
話
の
眼
目
は
傍
線
部
の
、
鬼
が
良
香
の

詩
句
に
感
じ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
は
『
古
今
集
』
の
序
に
言
う
、
秀
逸
な

詩
歌
は
「
め
に
見
え
ぬ
鬼
沖
を
も
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
」
る
こ
と
の
一
例
と
も

一
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
『
江
談
抄
』
と
『
沖
仙
伝
』
と
は
相
似
の
関
係
に
あ
っ
て
、
共
に
良

香
の
詩
句
が
秀
句
で
あ
る
こ
と
を
語
る
説
話
な
の
で
あ
る
。
両
書
は
共
に
大
江

匡
房
の
櫻
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
彼
の
没
年
は
天
永
二
年
　
（
一
一
一

一
）
で
あ
る
か
ら
、
遅
く
と
も
一
一
〇
〇
年
頃
ま
で
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
説
話

で
あ
ろ
う
。

次
に
『
和
挟
朗
詠
集
私
注
』
に
目
を
転
じ
る
こ
と
に
す
る
。
引
用
は
内
聞
文

庫
蔵
室
町
期
古
写
本
に
よ
る
。
そ
れ
に
は
、

説
文
日
雨
ノ
止
チ
日
置
ト
風
吹
ハ
ニ
弱
－
柳
チ
】
似
レ
琉
レ
髪
ヲ
旧
年
之
苔
営
テ
レ

チ
エ
ル

春
二
猶
残
。
其
生
レ
岸
二
之
只
似
二
物
ノ
撃
一
也
司
矧
城
矧
↓
有
感
軸
外
‥
オ
列

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
閣
文
郎
本
は
、
多
く
の
諸
本
を
有
す
る
『
私
注
』

（
注
4
）

の
中
で
も
古
態
を
留
め
る
も
の
と
言
わ
れ
、
そ
の
政
文
に
応
保
二
年
（
一
一
六

一
）
　
に
成
立
し
た
原
本
を
書
写
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
右
の
引
用
部
分

の
傍
線
部
、
「
下
旬
ハ
招
城
門
ニ
テ
鬼
之
ヲ
付
ク
」
と
い
う
箇
所
は
　
『
江
談

抄
』
・
『
沖
仙
伝
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
り
、
鬼
が
直
接
に
詩
作
に
関

与
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
応
操
二
年
当
時
に
は
良
香
の
詩
句
の
下
旬

は
鬼
が
作
っ
た
と
い
う
説
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

『
江
談
抄
』
・
『
紳
仙
伝
』
と
『
私
注
』
と
の
成
立
の
間
に
は
お
よ
そ
五
十

年
程
の
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
こ
で
二
程
の
説
話
は
同
時
期
に
並
行
し
て
存
在
し

て
い
た
か
、
或
い
は
前
者
か
ら
後
者
が
派
生
し
た
か
、
と
い
う
二
つ
の
場
合
が

想
定
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
江
談

抄
』
の
伝
え
る
次
の
説
詔
で
あ
る
。

三
千
世
界
眼
前
怨
。
十
二
回
転
心
賽
空
。
欝
毒
軍

故
老
侍
云
。
下
七
字
作
者
難
二
只
得
一
。
疇
主
弁
才
天
告
l
「
敏
之
t
。

こ
れ
は
種
々
の
説
話
集
や
物
語
に
引
用
さ
れ
る
有
名
な
説
詣
で
あ
る
が
、
こ
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こ
で
も
良
香
の
詩
句
の
下
旬
は
弁
財
天
の
作
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
匡
房
の
伝
え
た
弁
財
天
の
付
句
の
説
話
と
鬼
の
感
嘆
し
た
説
話
と
が
、
い

っ
し
か
合
体
し
て
、
『
私
注
』
に
あ
る
よ
う
な
内
容
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
が

（
注
5
）

自
然
で
あ
ろ
う
。

『
私
注
』
と
同
じ
形
の
説
話
は
『
撰
集
抄
』
巻
八
に
も
あ
る
。

①

～

　

　

　

　

　

　

⑧

延
音
の
初
つ
か
た

都
良
香
、
き
さ
ら
ぎ
の
十
日
比
、
内
へ
ま
い
れ
り
け

る
に
、
朱
雀
門
の
辺
に
て
、
春
風
に
哲
柳
の
な
び
き
け
る
を
み
て
、

気
薫
風
揖
新
柳
髪

と
詠
じ
て
、
下
旬
を
い
は
ん
と
て
、
う
ち
あ
ん
ぜ
る
に
、
朱
雀
門
の
上
よ

り
、
赤
鬼
の
白
た
う
さ
ぎ
し
て
も
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
が
、
大
な
る
声
し

て
、

氷
消
波
洗
旧
苔
髭

と
付
て
、
か
き
け
す
ご
と
く
に
う
せ
に
け
り
と
な
ん
。

（
松
平
文
庫
本
に
よ
る
）

鬼
の
描
写
等
が
詳
細
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
鬼
が
良
香
の
詩
作
に
関
与
し
た

と
い
う
点
に
お
い
て
変
化
は
な
い
。
引
用
し
な
か
っ
た
部
分
に
「
此
詩
、
意
た

ぐ
ひ
な
く
ぞ
侍
る
」
、
「
鬼
の
付
る
下
旬
、
又
あ
り
が
た
く
ぞ
侍
べ
き
」
と
の

評
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
鬼
の
作
し
た
詩
句
へ
と
興
味
を
移
し
っ
つ
も
、
依
然

と
し
て
良
香
の
詩
に
対
す
る
称
譜
も
忘
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
傍
綾

部
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

三
、
道
真
登
場

と
こ
ろ
が
次
に
引
用
す
る
『
十
訓
抄
』
を
見
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た

同
種
の
説
話
に
は
な
か
っ
た
点
が
指
摘
で
き
る
。

良
香

同
人
、
羅
城
門
の
前
を
す
ぐ
る
と
て
、
「
気
暗
凪
琉
二
新
柳
撃
。
」
と
詠

じ
た
り
け
れ
ば
、
畦
の
う
へ
に
欝
あ
り
て
、
「
氷
消
浪
洗
ニ
㌫
苔
猿
。
こ

と
つ
け
た
り
け
り
。
良
香
、
菅
丞
相
の
御
前
に
て
、
此
詩
を
自
嘆
し
和
け

れ
ば
、
「
下
旬
の
鬼
の
こ
と
ば
な
り
］
と
ぞ
仰
ら
れ
け
る
。
　
〔
第
十
・

六
〕

（
岩
披
叉
陣
幕
に
よ
る
）

一
読
し
て
わ
か
る
通
り
、
菅
脱
退
真
が
新
た
に
登
場
し
て
お
り
、
し
か
も
彼

は
良
香
の
虚
偽
を
見
破
る
と
い
う
役
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
良
香
の
詩
が
作
ら
れ
た

元
慶
二
年
の
内
宴
の
席
に
は
遺
良
も
連
な
っ
て
い
て
、
詩
と
詩
序
と
を
作
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
説
話
に
道
真
が
登
場
す
る
直
接
的
な
契
桟
で
は
な
い
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
こ
で
は
遺
封
の
良
香
に
対
す
る
優
位
性
が
示
さ
れ
て

い
る
が
、
元
慶
二
年
時
に
お
け
る
二
人
の
官
位
は
従
五
位
下
と
相
並
ん
で
い

た
。

元　　　　　　貞
慶　　　　　　観
316151211

つ
〕
　
∵
、
：
．

正
六
位
上

従
五
位
下

正
六
位
上

従
五
位
下

従
五
位
上

両
人
の
官
位
を
対
照
さ
せ
　
一

て
み
る
と
、
上
図
の
よ
う
に
な
　
1
2

る
。
道
真
が
艮
香
の
指
導
的
立
　
一

喝
に
立
ち
得
る
ほ
ど
の
身
分
的

な
差
違
は
、
こ
こ
に
は
見
出
し

得
な
い
。

『
十
訓
抄
』
は
そ
の
序
文
に

「
建
長
よ
と
せ
の
冬
紳
無
月
半
の
比
」
　
「
し
る
し
を
は
」
っ
た
と
あ
る
の
を
信

ず
れ
ば
、
一
二
五
二
年
の
成
立
で
あ
る
。
一
方
西
行
仮
托
の
書
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
『
撰
集
抄
』
は
先
学
の
研
究
に
よ
り
、
一
二
五
〇
年
前
後
の
成
立
で

（
昔
・
ト
）

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
両
霊
が
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
十
三
世
紀
半

ば
に
は
、
同
じ
題
材
の
説
話
で
あ
り
乍
ら
、
遺
封
が
登
場
す
る
も
の
と
そ
う
で

な
い
も
の
と
が
併
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
前
掲
の
『
撰
集
抄
』
の
傍
綬
部
に
話
を
も
ど
そ
う
。
事
実
と
照
合
す



る
に
、
④
も
⑧
も
誤
り
で
あ
る
。
㊧
に
つ
い
て
は
又
別
の
機
会
に
考
え
た
い
。

そ
こ
で
今
は
④
に
注
目
す
る
。
都
良
香
が
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
に
没
し
た
こ

と
に
つ
い
て
は
初
め
に
述
べ
た
。
そ
の
彼
が
、
そ
の
死
後
二
〇
年
以
上
も
経
過

し
た
延
亭
初
年
に
生
き
て
い
た
は
ず
は
な
い
。
こ
の
箇
所
が
単
な
る
記
述
の
誤

り
で
な
い
こ
と
は
、
同
書
の
他
の
部
分
に
、

む
か
し
、
字
多
の
み
か
ど
の
御
こ
ろ
、
都
良
否
と
云
い
み
じ
き
博
士
侍
り

け
り
。
〔
巻
八
〕

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
良
香
の
生
没
年
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
婁
因

が
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
た
に
相
違
な
く
、
そ
れ
は
又
『
十
訓
抄
』
に
み
ら
れ

る
よ
う
な
説
話
へ
の
道
真
の
介
入
を
導
い
た
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
『
撰
集
抄
』
の
説
謡
に
は
年
時
の
記
誠
に
誤
謬
を
犯

し
た
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
特
に
登
場
人
物
の
活
躍
時
期
を
誤
っ
た
も
の

が
多
い
の
で
、
殊
更
に
取
り
あ
げ
る
に
価
し
な
い
と
の
反
論
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
同
様
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
「
永
済
注
」
に
お
い
て
も
見
ら

れ
、
『
撰
集
抄
』
の
編
者
の
記
憶
違
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
故
、
十
三
世
紀

半
ば
迄
に
は
説
謡
の
内
容
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
因
と
な
る
よ
う
な
こ
と
が
起

こ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
思
い
至
る
の
が
「
北
野
天
秤
縁
起
」

の
成
立
で
あ
る
。

四
、
「
北
野
縁
起
」
の
成
立
と
良
香
と
の
関
わ
り

「
北
野
天
秤
縁
起
」
　
（
以
下
混
乱
を
避
け
る
為
、
一
般
名
称
と
し
て
用
い
る

場
合
に
は
「
天
秤
縁
起
」
と
略
記
す
る
）
に
は
多
数
の
諸
本
が
あ
り
、
初
期
に

成
立
し
た
も
の
と
し
て
は
、
「
建
久
本
」
「
建
保
本
」
「
承
久
本
」
が
あ
る
。

「
建
久
本
」
と
は
五
条
菅
家
蔵
『
天
沖
記
』
を
、
「
建
保
本
」
と
は
押
宮
文
庫

蔵
『
北
野
事
跡
』
を
、
そ
し
て
「
承
久
本
」
と
は
北
野
天
活
宮
蔵
『
北
野
天
秤

縁
起
』
を
い
う
。
各
々
の
名
称
は
本
文
中
に
記
載
さ
れ
る
成
立
年
時
に
些
つ
い

て
い
る
が
、
「
建
久
本
」
が
建
久
年
間
（
二
九
〇
－
二
九
八
）
に
成
立
し

た
と
い
う
確
証
は
な
く
、
寧
ろ
内
部
の
検
証
に
よ
り
建
久
年
間
に
は
成
立
し
て

い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
承
久
年
間

（
二
一
一
九
－
二
一
二
二
）
に
成
立
し
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
「
承
久
本
」

の
成
立
に
先
立
っ
て
、
「
建
久
本
」
並
び
に
「
建
保
本
」
が
成
立
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
、
十
三
世
紀
初
頭
に
は
「
北
野
拉
起
」
は
成
立
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

「
北
野
縁
起
」
は
道
封
の
出
生
（
化
現
）
か
ら
、
左
遷
の
憂
き
目
に
遭
っ
て
没

す
る
ま
で
の
人
生
を
描
き
、
そ
の
死
後
天
秤
と
し
て
祀
ら
れ
る
過
程
を
辿
り
、

更
に
北
野
押
社
の
霊
験
評
を
準
え
る
。
縁
起
中
の
多
く
の
段
に
先
行
す
る
文
献

（
注
7
）

が
あ
る
こ
と
が
、
笠
井
昌
昭
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
天
抽

縁
起
」
は
種
々
雑
多
な
記
録
の
集
積
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

村
上
学
氏
は
「
北
野
天
和
縁
起
に
登
場
す
る
道
良
は
統
一
さ
れ
た
性
格
を
持
っ

（
注
8
）

て
い
な
い
」
と
言
わ
れ
、
又
松
本
隆
信
氏
も
「
拠
り
所
と
し
た
資
料
が
生
の
ま

（
注
9
）

ま
で
露
呈
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
私
は
「
北
野
縁
起
」
の
遺
貴
の
性
格
が
統
一
性
に
欠
け
る
と
し
て

も
、
数
々
の
記
録
が
集
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
天
面
に
関
連

し
た
記
事
が
一
つ
の
縁
起
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
時
、
そ
れ
ま
で
の
文
献
か
ら

は
抗
い
得
な
か
っ
た
新
し
い
天
画
像
が
、
よ
り
明
確
な
形
で
現
わ
れ
た
と
言
え

る
の
で
は
な
い
か
。
「
北
野
縁
起
」
は
天
細
と
し
て
の
遺
貴
の
イ
メ
ー
ジ
を
定

着
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

「
天
禰
縁
起
」
の
諸
本
が
多
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
北
野

信
仰
が
極
め
て
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
「
天
細
縁

起
」
の
内
容
は
人
々
に
知
ら
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
天
軸
縁
起
」
の
成
立
を
以
っ
て
、
天
和
と
し
て
の
遺
表
像
が
明
確
に
な
る
と

13



同
時
に
、
軸
で
あ
る
道
真
が
天
才
的
な
詩
人
で
あ
り
優
秀
な
学
者
で
あ
り
有
能

な
政
治
家
で
も
あ
っ
た
と
の
認
識
が
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
広
く
受
け
入
れ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

再
び
艮
香
が
道
頁
の
面
前
で
詩
を
披
露
し
た
と
い
う
説
話
へ
話
を
も
ど
そ

う
。
道
真
の
登
場
し
な
い
形
の
説
話
を
収
め
る
『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
が
成
立

し
た
十
二
世
紀
中
葉
か
ら
、
道
真
登
場
型
の
『
十
訓
抄
』
が
成
立
し
た
十
三
世

紀
半
ば
ま
で
は
、
お
よ
そ
百
年
間
。
そ
の
百
年
の
問
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
が
起

こ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
天
紳
縁
起
」
の
成
立
流
布
で
あ
ろ
う
。
「
天
面

縁
起
」
に
よ
っ
て
遺
裏
の
絶
対
的
優
位
性
が
確
定
し
た
。
道
真
の
才
は
艮
香
に

優
る
と
の
考
え
の
も
と
に
、
艮
香
に
対
置
す
る
形
で
、
艮
香
の
説
話
の
中
に
道

真
が
介
入
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
十
三
世
紀

頃
か
ら
天
紳
信
仰
の
形
哲
が
他
の
人
物
に
関
わ
る
説
話
に
も
現
わ
れ
て
く
る
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

但
し
、
都
良
香
に
関
す
る
説
話
は
色
々
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
こ
の
説
話
に

限
っ
て
選
責
が
登
場
し
て
き
た
の
か
。
先
に
直
接
的
な
要
因
で
は
な
い
と
し

た
、
同
じ
内
宴
に
道
真
も
由
席
し
て
詩
を
放
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
人
が
結

び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

天
慶
四
年
（
九
甲
一
）
に
成
立
し
た
『
遺
賢
上
人
冥
途
記
』
に
管
場
す
る
道

真
は
多
く
の
従
者
を
連
れ
て
い
る
が
、
そ
の
様
は
、

侍
従
啓
属
異
類
雑
形
不
レ
可
二
勝
計
一
、
或
如
二
金
剛
力
士
一
、
或
如
二
雷
細

鬼
王
夜
叉
画
等
∴
甚
可
二
畏
怖
一
、
各
持
二
弓
術
神
斡
無
量
鎌
杖
一
也

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
鬼
の
如
き
容
儀
の
面
々
を
統
べ
る
の
が
道
黄
で
あ
る
。

『
冥
途
記
』
は
三
善
清
行
の
弟
と
伝
え
ら
れ
る
遺
賢
と
い
う
人
物
が
頓
死
し
て

地
獄
巡
り
を
し
、
そ
の
際
道
黄
と
も
対
面
し
た
こ
と
を
、
蘇
生
し
て
か
ら
記
し

た
も
の
で
あ
る
。
右
の
箇
所
は
「
天
神
縁
起
」
に
も
あ
り
、
鬼
綿
の
統
率
者
遺

責
、
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
鬼
と
の
堅
り
か
ら
、
良
香
の
説
話
に

遺
真
が
顔
を
出
し
た
こ
と
も
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。

道
責
登
場
型
の
説
話
は
他
に
、
『
十
訓
抄
』
か
ら
直
接
に
引
用
し
た
『
東
斎

随
筆
』
と
『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
七
十
四
と
に
見
ら
れ
る
。
又
管
見
に
入
っ
た

『
朗
詠
集
』
の
注
で
は
、
「
永
済
注
」
と
広
島
大
学
蔵
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇

八
）
雷
写
本
に
も
道
真
登
場
型
の
説
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
永
済
注
」
と
は
北
村
季
吟
が
『
和
漢
朗
詠
集
註
』
の
中
で
用
い
た
漢
詩
に

関
す
る
古
注
で
あ
る
が
、
黒
田
彰
氏
に
よ
っ
て
鎌
倉
期
の
注
で
あ
る
こ
と
が
明

（
注
1
0
）

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

古
老
の
説
に
い
ふ
。
艮
香
上
旬
を
作
っ
て
下
旬
を
作
り
煩
う
て
之
れ
を

案
じ
っ
1
羅
城
門
の
前
を
す
ぎ
け
る
に
羅
城
門
の
鬼
畦
上
に
て
恐
ろ
し
げ

な
る
賀
し
て
此
の
下
旬
を
云
ひ
け
り
。
良
香
菅
丞
相
に
逢
ひ
奉
り
て
、
折

る
詩
な
ん
作
っ
て
候
ふ
と
申
し
け
れ
ば
、
僻
事
な
り
、
下
旬
は
羅
城
門
の

鬼
の
つ
け
た
る
と
こ
そ
云
ひ
し
か
と
仰
せ
ら
れ
し
か
ば
艮
香
涙
を
流
し
て

三
た
び
辞
し
奉
っ
て
宜
に
は
し
か
侍
り
し
事
也
と
ぞ
印
し
け
る
。
…
（
中

14

略
）
…
都
良
香
は
主
計
頭
貞
題
の
男
。
官
は
文
章
博
士
也
。

郡
司
叫
刃
也
。
（
『
日
本
歌
謡
集
成
』
に
よ
る
）

醍
醐
天
皇
の

と
あ
る
。
『
十
訓
抄
』
の
記
述
よ
り
は
詳
細
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
大
差
が

な
い
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
傍
綾
部
で
あ
る
。
前
掲
の
『
撰
集
抄
』
の
傍

線
部
㊤
と
全
く
同
じ
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
鎌
倉
時
代
に
は
良
香

は
宇
多
・
醍
駈
朝
の
人
と
見
傲
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
何
故
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
起
き
た
の
か
。

そ
れ
は
良
香
と
道
真
と
が
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
為
で
は

な
い
か
。
遺
頁
は
字
多
天
皇
の
治
政
下
で
活
躍
し
、
醍
醐
天
皇
即
位
後
右
大
臣

の
位
に
若
く
。
延
再
元
年
（
九
〇
一
）
　
に
至
っ
て
左
遷
の
憂
き
目
を
み
る
が
、



醍
駈
天
皇
と
の
関
係
は
深
い
。
遺
舅
を
醍
甑
朝
期
の
人
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
し
か
も
迅
黄
が
活
躍
し
た
時
期
に
は
多
く
の
学
者
・
詩
人
が
居
り
、
遺
封

の
周
辺
に
も
、
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
に
没
し
た
橘
広
相
、
延
苗
十
二
年
（
九

l
二
）
没
の
紀
長
谷
雄
、
同
十
八
年
没
の
三
善
清
行
ら
が
い
た
。
良
香
も
又
道

真
の
周
辺
人
物
の
一
人
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
彼
本
来
の
活
躍
時

期
で
あ
る
貞
観
時
代
か
ら
、
寛
平
・
延
亭
時
代
へ
と
引
き
つ
け
ら
れ
て
ゆ
く
の

は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。

五
、
「
天
神
縁
起
」
の
中
の
都
艮
香

「
天
耐
縁
起
」
の
影
響
を
受
け
て
、
良
香
の
説
話
の
中
に
道
頁
が
登
場
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
鬼
の
句
を
め
ぐ
る
説
話
と
「
天
面
縁
起
」
と
に
表
わ
れ
る
両
人

の
関
係
に
は
、
自
ず
と
共
通
す
る
点
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
点
を
明
確
に

す
る
た
め
、
次
に
「
天
翻
縁
起
」
の
本
文
を
見
た
い
。

「
天
軸
縁
起
」
の
中
で
は
最
も
成
立
が
早
い
と
さ
れ
る
「
珪
久
本
」
か
ら
引

用
す
る
。

貞
観
十
二
年
符
陽
の
比
を
ひ
、
都
艮
香
が
家
に
て
門
生
等
は
弓
あ
そ
ひ

し
け
る
に
、
ゆ
き
あ
ひ
給
た
り
け
れ
は
、
亭
主
お
も
ふ
や
う
、
こ
の
君
は

キ
丁
ン

戸
は
そ
を
閉
し
き
み
を
出
す
し
て
机
安
に
ひ
ち
を
く
た
し
っ
ゝ
、
弓
の
も

と
す
ゑ
も
し
り
給
は
し
と
思
ひ
て
・
句
麟
叫
叫
叫
利
引
叫
矧
可
「
心
み
に

い
さ
せ
奉
り
け
れ
は
、
弓
場
に
つ
ゐ
立
て
、
①
可
時
簡
軒
む
し
．
頓
坊
で
．
「

ひ
き
わ
た
し

か
い
な
つ
き
ま
の
あ
た
り
克
つ

説
教
と
、
各
々
日
も
お
と
ろ
く
程
に
、
ふ
た
1
ひ
は
な
て
は
二
度
中
ぬ

㊨
　
バ
ツ

百
蟄
百
中
の
い
き
は
ひ
、
此
君
に
あ
り
け
り
と

シ
ャ
サ
ク
ハ
コ
ウ
ノ
ナ
ウ

都
良
香
お
宅
ろ
き
あ
さ

み
l
て
、
射
策
中
餌
徴
な
り
と
そ
相
し
坤
け
る
。

ケ
ン
シ
ヤ
ク

㊥や
か
て
そ
の
年
の
三
月
廿
三
日
に
、
献
策
ま
し
7
1
き
、
宮
こ
の
言
道

チ
ウ

矧
鋼
面
矧
雪
間
の

l
刊
引
出
句
q
封
恩
劉
矧
劇
創
り
で
1
創
朝
榔

叫
が
引
刷
拙
。
　
　
　
　
　
　
〔
「
宮
こ
の
言
置
」
は
都
艮
香
で
あ
る
〕

こ
の
段
は
、
都
良
香
ら
が
勉
学
に
追
わ
れ
る
日
々
を
送
る
道
夷
を
嘲
笑
し
て

や
ろ
う
と
、
彼
に
弓
を
射
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
良
香
ら
の
予
想
に

反
し
、
遺
誤
の
弓
の
才
は
素
精
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
良
香
は
こ
れ
こ
そ

対
策
及
第
の
徴
な
り
と
予
言
し
た
。
更
に
予
言
通
り
に
追
訴
が
対
策
に
及
第
し

た
、
と
い
う
場
面
が
続
く
。
傍
線
を
付
し
た
箇
所
は
良
香
、
破
線
部
は
道
真
に

関
す
る
記
述
で
あ
る
。
餌
の
内
側
か
ら
外
を
軍
っ
良
香
（
＠
）
と
場
面
中
央
で

弓
を
引
き
し
ぼ
る
道
表
（
⑥
）
と
の
対
照
的
な
姿
は
そ
の
ま
ま
、
当
然
の
こ
と

の
様
に
弓
を
的
中
さ
せ
る
道
夫
（
⑥
）
と
目
を
見
開
い
て
驚
愕
し
て
い
る
良
香

（
注
1
1
）

（
⑥
）
の
対
比
へ
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
。
道
裏
が
立
派
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
良

香
が
滑
稽
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
は
如
何
と
も
し
難
い
。
こ
の

場
田
に
よ
り
、
道
黄
の
万
能
の
才
は
い
や
増
し
に
増
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
　
一

艮
香
は
道
黄
を
弓
き
立
た
せ
る
役
割
を
負
う
一
人
と
し
て
位
輿
つ
け
ら
れ
て
く
　
1
5

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
傍
線
部
㊥
で
あ
る
。
良
香
が

道
真
の
方
略
試
の
問
題
と
し
て
作
し
た
文
章
が
名
文
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
、
良
香
の
学
者
と
し
て
の
能
力
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
右
の
引
用
箇
所
を

一
連
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
限
り
、
良
香
の
人
物
像
は
二
つ
に
分
裂
し
て
い
る

が
、
放
て
一
つ
に
統
合
す
る
な
ら
、
艮
香
は
秀
れ
た
博
士
で
は
あ
る
が
道
真
に

は
劣
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

「
建
久
本
」
に
続
い
て
成
立
し
た
ら
し
い
「
建
保
本
」
で
も
こ
の
部
分
は
、

「
建
久
本
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
承
久
本
」
で
は
次
の
様

に
な
っ
て
い
る
。

貞
観
十
二
年
苛
陽
の
こ
ろ
、
都
艮
香
か
家
に
て
門
生
等
か
弓
あ
そ
ひ
け

る
に
、
ゆ
き
あ
ひ
給
た
り
け
る
人
々
思
枝
、
こ
の
君
は
と
ぼ
そ
を
と
ち
し



き
み
を
い
て
す
し
て
机
案
に
み
ち
を
く
た
し
つ
1
、
弓
の
も
と
す
ゑ
は
し

ら
せ
給
は
し
と
お
も
ひ
て
、

心
み
に
御
弓
い
さ
せ
給
て
ん
や
と
申
給
け
れ

は
、
ゆ
は
に
つ
い
た
ち
て

る
す
か
た
養
由
か
～
い
な
つ
き
ま
の
あ
た
り
み
つ
る
か
な
と
、
お
の
く

め
も
お
と
ろ
く
は
と
に
、
ふ
た
～
ひ
は
な
ち
給
へ
は
ふ
た
1
ひ
あ
た
り
、

も
ゝ
た
ひ
は
な
ち
給
へ
は
も
1
た
ひ
あ
た
る
。
菅
も
き
か
す
今
も
み
す
。

い
き
を
い
た
い
は
い
た
と
へ
ん
か

は
し
ま
さ
す
。
　
都
艮
香
、
人
々

を
と
ろ
き
あ
さ
み
申
け
る
。

①
！

や
か
て
そ
の
年
の
三
月
廿
三
日
に
献
策
し
ま
し
／
1
き
、
み
や
こ
の
う

ち
の
人
々
め
て
た
き
た
め
し
に
そ
申
あ
ひ
は
ん
へ
り
け
る
。

先
の
「
建
久
本
」
と
対
応
さ
せ
る
と
、
＠
と
㊥
に
対
応
す
る
箇
所
が
な
い
。

良
香
の
秀
れ
た
博
士
ぶ
り
を
示
す
㊥
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注

意
さ
れ
る
。
艮
香
が
如
何
に
優
秀
な
博
士
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
記
述
さ

れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
「
天
甜
縁
起
」
に
占
め
る
艮
香
の
大
き
さ
は
・
一
ま
わ

り
小
さ
く
な
っ
た
と
言
え
る
。
彼
は
た
だ
道
真
を
引
き
立
て
る
役
割
し
か
呆
し

て
い
な
い
。

道
真
が
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）
に
方
略
試
を
受
験
し
た
折
の
問
国
博
士

は
、
確
か
に
都
艮
香
で
あ
っ
た
。
そ
の
判
詞
は
『
都
民
文
集
』
巻
五
に
収
載
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
当
時
の
一
般
的
な
例
に
洩
れ
ず
手
厳
し
い
も

の
で
、
道
真
は
「
中
の
上
」
と
い
う
成
績
で
合
格
と
さ
れ
て
い
る
。
艮
香
と
道

真
と
が
親
密
で
あ
っ
た
と
の
証
左
は
な
く
、
又
艮
香
が
道
長
の
合
格
に
肩
入
れ

し
て
い
た
気
配
も
な
い
。
「
天
耐
縁
起
」
に
登
場
す
る
艮
香
が
、
道
頁
の
合
格

を
予
想
し
、
更
に
合
格
を
事
ぶ
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
事
実
に
基
づ
く

も
の
で
は
な
く
、
遺
頁
を
艮
香
の
上
に
準
え
よ
う
と
す
る
編
者
の
意
図
に
よ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

道
真
が
弓
を
射
る
段
に
は
出
典
が
見
出
せ
ず
、
編
者
が
新
た
に
創
作
し
た
と

（
注
1
2
）

思
わ
れ
る
こ
と
が
、
笠
井
昌
昭
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
「
天
面
縁
起
」
中
の
遺
裏
の
艮
香
と
の
関
係
は
、
殊
更
に
作
ら
れ
た
も

の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
建
久
本
」
　
「
建
保
本
」
に
あ
っ
た
艮
香

に
関
す
る
記
載
（
傍
綾
部
㊥
）
が
「
承
久
本
」
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
時
、
艮

香
に
対
す
る
道
頁
の
優
位
性
は
更
に
際
立
っ
て
く
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
鬼
の
付
句
を
め
ぐ
る
遺
黄
登
場
型
説
話
に
表
わ

れ
た
、
遺
貰
優
位
の
、
道
真
と
艮
香
と
の
関
係
は
、
「
天
和
縁
起
」
に
み
ら
れ

る
両
人
の
関
係
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
『
十
訓
抄
』
を
例
に

と
れ
ば
、
艮
香
の
「
申
す
」
に
対
し
、
道
真
に
は
「
仰
ら
る
」
と
い
う
敬
語
が

用
い
ら
れ
て
お
り
、
説
話
の
中
で
の
扱
わ
れ
方
に
差
が
あ
る
。
こ
れ
は
道
真
が

面
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
始
め
て
理
解
さ
れ
る
。

六
、
「
天
神
縁
起
」
に
捕
入
さ
れ
た
良
香
の
説
話
　
－
良
香
の
矯
小
化
－

艮
香
の
説
話
の
中
に
遺
頁
が
登
場
し
て
き
た
時
か
ら
、
『
江
談
抄
』
や
『
耐

仙
伝
』
に
伝
え
ら
れ
る
説
話
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
『
私
江
』
や
『
撰
集
抄
』
の

説
話
が
保
っ
て
い
た
艮
香
の
詩
に
対
す
る
称
讃
、
と
い
う
意
味
合
い
が
無
く
な

り
、
艮
香
の
相
対
的
評
価
は
著
し
く
低
下
し
た
。
こ
の
こ
と
を
道
真
側
か
ら
見

る
と
、
艮
香
と
い
う
有
名
な
詩
人
で
あ
り
学
者
で
も
あ
る
人
物
を
、
言
わ
ば

〝
狂
言
回
し
″
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
、
道
黄
の
絶
対
的
佼
位
を
定
着
さ
せ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

け
れ
ど
も
相
対
的
地
位
が
低
下
し
た
と
は
い
え
、
『
十
訓
抄
』
　
や
「
永
済

注
」
に
お
い
て
も
、
主
人
公
は
依
然
と
し
て
艮
香
で
あ
る
。
そ
れ
が
道
真
を
主

人
公
と
す
る
説
話
に
変
え
ら
れ
た
前
、
こ
の
一
連
の
説
話
の
中
の
艮
香
の
人
物

橡
も
又
、
質
的
転
換
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
天
紳
縁
起
」
の
諸
本
は
梅
津
次
郎
氏
に
よ
っ
て
、
冒
頭
文
の
相
違
と
い
う
観

16



（
注
1
3
）

点
か
ら
甲
・
乙
・
丙
の
三
種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
独
自

の
内
容
を
持
ち
異
名
雷
本
で
あ
る
と
い
う
特
色
を
有
す
る
安
楽
寺
本
系
統
の
本

が
あ
る
。

「
天
神
縁
起
」
の
中
で
鬼
の
付
句
を
め
ぐ
る
説
話
を
含
む
の
は
、
「
日
本
我

朝
は
細
明
の
御
め
ぐ
み
こ
と
に
さ
か
り
な
り
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
る
乙
類

の
中
の
、
第
二
種
本
と
し
て
分
類
さ
れ
る
も
の
と
、
安
楽
寺
本
系
の
も
の
と
で

（
注
1
4
）

あ
る
。
乙
類
第
二
種
本
に
は
「
光
信
本
」
　
「
光
起
本
」
　
「
飛
鳥
井
本
」
等
が
あ

（
注
1
5
）

る
が
、
こ
こ
で
は
『
群
苔
類
従
』
所
収
の
「
飛
鳥
井
本
」
か
ら
引
用
す
る
。
先

づ
安
楽
寺
本
系
統
の
中
の
一
本
で
あ
る
内
閣
文
庫
蔵
　
『
北
野
天
紳
御
縁
起
』

（
以
下
「
安
楽
寺
本
」
と
呼
ぶ
）
と
「
飛
鳥
井
本
」
の
該
当
箇
所
を
抜
き
出
し

て
比
べ
て
み
る
。

が
は
に
氷
消
の
句
を
も
申
つ
ゞ

け
た
り
け
れ
ば
。
菅
丞
相
う
ち
笑

㈲
：
．
．
．
：
：
．
．
：
．
：
．
：
．
…
↑
1
．
－
－
一

せ
給
ひ
て
。
あ
は
れ
人
の
物
は
は

し
け
に
i
嶽
は
す
忍
か
甘
。
上
の
句

こ
そ
良
香
の
詞
と
も
畳
ゆ
れ
。
下

の
句
に
を
い
て
は
。
鬼
細
の
次
た

心

．

．

…

…

：

…

．

…

：

丁

．

．

－

．

…

…

：

る
者
哉
。
と
の
は
賢
才
の
士
に
は

お
は
せ
ず
。
矯
傍
あ
る
人
に
て
お

飛
鳥
井
本

其
年
の
春
。
都
艮
香
羅
生
門
を

通
り
け
る
に
。
春
風
暖
に
抱
琶
糸

を
乱
せ
る
柳
の
家
々
の
垣
根
こ
と

に
み
え
け
れ
ば
。
気
国
風
琉
二
新

柳
髪
一
と
詠
じ
た
り
け
れ
ど
も
、

次
の
句
を
ば
案
し
煩
た
り
け
る
に
。

羅
生
門
の
上
よ
り
大
に
し
は
が
れ

た
る
鬱
に
て
。
氷
消
浪
洗
二
啓
苔

¢

翳
一
と
ぞ
付
た
り
け
る
。
矧
司
刻

の
毛
も
立
て
お
そ
ろ
し
か
り
け
れ

ど
も
。
さ
す
が
に
た
し
く
て
。
急

ぎ
管
家
に
蓼
て
。
艮
香
こ
そ
羅
生

⑧
－

門
に
て
詩
作
り
た
れ
と
申
て
。
我

安
楽
寺
本

ノ

　

　

　

　

　

り

　

　

ネ

ノ

其
年
春
、
都
艮
香
通
二
羅
城
門
↓

†

シ

マ

ス

　

ル

チ

　

　

ノ

在
、
細
置
凱
レ
舘
、
柳
家
々
垣
根

コ

ト

ユ

へ

ウ

　

ノ

　

チ

ト

ヅ

レ

ケ

レ

ハ

毎
見
春
風
前
硝
在
、
気
鍔
凪

ノ

チ

ケ

レ

ト

モ

ノ

坑
二
新
柳
髭
二
五
在
、
次
句
案
煩

J
つ
ケ
レ
ハ
　
　
　
ノ
　
ニ
　
l
T
ン
ハ
ガ
レ
タ
ル

在
、
羅
城
門
上
　
犬
　
　
侍

ヴ

チ

　

　

　

　

　

　

ノ

以
レ
聾
、
妹
消
浪
洗
二
啓
苔
裏
一
付

ク
リ
ケ
ル
　
　
　
ノ
　
　
ヨ
タ
チ
ヲ
ゾ
ル
レ
ト
モ

は
し
け
る
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
と

仰
ら
れ
け
れ
ば
。
艮
香
於
に
心
う

く
は
づ
か
し
く
て
。
顔
よ
り
火
の

燃
出
た
る
や
う
に
こ
そ
お
ぼ
え
け

れ
。
そ
れ
よ
り
し
て
ぞ
。
菅
丞
相

は
銅
に
通
じ
給
へ
り
と
は
。
人
し

り
た
り
け
り
。

ホ
シ
ゲ
ニ
　
チ
ハ
ス
ル
ト
ノ
カ
ナ
　
　
ハ
　
　
ノ

抗
　
　
　
御
殿
平
、
上
旬
艮
香

ト

ユ

レ

　

サ

　

　

ノ

　

ニ

　

ハ

　

ノ

タ

ル

　

ノ

詞
畳
、
於
二
下
旬
去
月
鬼
神
付
者

カ
ナ
　
ト
ノ
バ
　
ニ
チ
ハ
　
ズ
　
チ
ハ
セ
　
　
ル

去
、
殿
賢
人
　
不
レ
御
座
、
有
ニ

ニ
ザ
　
チ
ハ
シ
マ
ス
シ
ト
・
キ
コ
ト

偏
頗
一
人
座
在
無
正

タ
り
ケ
レ
　
ラ
レ
　
セ
ハ
　
　
　
　
　
エ
　
ウ
ク

焉
レ
　
被
レ
仰
者
艮
香
放
心
憂

ク
シ
タ
　
カ
ホ
　
　
ル
　
ニ
ソ
　
ケ
ル
　
ハ
レ

恥
、
自
レ
貌
火
山
様

ハ

　

ノ

共
、
菅
丞
相
者
疎
通

メ
サ
で
　
シ
マ
ス
　
（
江
．
川
）

食
　
在
、

人ト　被
被レ　㍍ん
レ　　　　　′ヒ。ヽ

知‡自；
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項
が

濾
宕身ノ
毛
竪
　
走へ

流
石
又
事
急
菅
丞
相
参
、
艮

コ
ソ
　
　
　
　
サ
　
タ
ル
　
　
　
チ
　
シ
　
L
r

香
花
城
門
　
似
レ
詩
詞
達
候
、

タ
り
ケ
レ
　
ハ
レ
　
ヅ
，
ケ
ラ

吾
物
顔
泳
解
句
為
レ
被
二
申
達
－

ハ

セ

ヒ

　

レ

ノ

菅
丞
相
打
咲
給
、
衷
人
物

こ
の
二
つ
は
仮
名
雷
と
貞
名
書
と
い
う
相
異
が
あ
る
に
も
関
ら
ず
、
極
め
て

類
似
し
た
文
章
と
な
っ
て
お
り
、
典
拠
が
同
じ
か
或
い
は
互
い
に
書
承
関
係
に

あ
る
か
の
い
づ
れ
か
で
あ
る
と
考
冬
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
闇
し
て
は
村
上
学
氏

が
、
安
楽
寺
本
は
「
こ
の
説
話
を
乙
窺
第
二
種
本
（
引
用
者
注
－
飛
鳥
井
本

（
注
1
7
）

等
）
か
ら
捕
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
は

「
建
久
本
」
や
「
承
久
本
」
等
に
は
な
い
。
そ
れ
が
二
つ
の
系
統
の
も
の
だ
け

に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
「
後
の
諸
本
に
至
っ
て
『
十
訓
抄
』
に
見
ら
れ
る
よ

（
注
▲
8
）

う
な
説
話
に
よ
っ
て
増
補
し
た
」
と
松
本
隆
信
氏
が
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
「
飛
鳥
井
本
」
等
が
書
写
し
た
本
は
艮
香
の
鬼
の
付
句
を
め
ぐ
る

説
話
を
他
の
説
話
集
か
ら
縁
起
本
文
に
増
補
し
、
・
更
に
そ
の
本
か
ら
安
楽
寺
本



系
の
本
に
捕
入
さ
れ
た
と
い
う
流
れ
を
辿
る
。

「
天
耐
縁
起
」
内
部
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
で
説
話
の
内
容
は
ど
う
変
化
し
た

か
。
前
掲
の
実
線
部
①
⑧
で
は
良
香
の
得
意
な
様
子
が
滑
稽
に
描
か
れ
て
い

る
。
又
破
線
部
①
①
で
は
、
良
香
は
道
真
に
よ
っ
て
蔦
倒
さ
れ
侮
蔑
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
艮
香
の
人
格
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
て
お
り
、
説
話
内
部
に

お
け
る
艮
香
の
位
置
の
低
下
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
彼
の
人
物
像
が
蔑
小
化
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
。

結
び

以
上
の
よ
う
に
、
あ
る
説
話
の
流
れ
の
中
で
都
艮
香
と
い
う
人
物
が
ど
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
追
う
て
み
た
。
『
江
談
抄
』
や
『
本
朝
帥

仙
伝
』
が
称
讃
し
た
名
誉
の
詩
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
順
次
下
落
し
て
ゆ
き
、
つ

い
に
は
人
物
像
の
変
質
を
み
る
こ
と
と
な
っ
た
。
が
、
良
香
に
関
す
る
他
の
説

話
に
描
か
れ
る
彼
は
相
変
わ
ら
ぬ
名
詩
人
で
あ
る
か
ら
、
良
香
の
人
物
像
置
蓑

に
対
す
る
時
だ
け
変
質
さ
せ
ら
れ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
天
細
説
謎

の
影
響
力
が
い
か
に
甚
大
で
あ
っ
た
か
と
い
う
一
正
と
な
ろ
う
。

最
後
に
、
本
稿
で
辿
っ
た
説
話
の
流
れ
を
大
ま
か
に
図
示
し
て
論
の
締
め
括

り
と
し
た
い
。

詩
　
歎
。
．
　
　
　
句鬼

弁才天の付句に
関する説話

－1　－　　　　－　・－1

＞

言虚の香艮

〕壇登貞道〔

天神縁起

1
道真の良香批判

〔良香橡の建小化〕

（
注
1
）
　
『
三
打
平
安
朝
日
本
漠
文
学
史
の
研
究
し
』
　
（
明
治
書
院
・
昭
和

5
0
年
）

（
注
2
）
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
・
和
決
朗
詠
集
』
解
説
の
川
口
久
雄
氏
の

調
査
に
よ
る
。

（
注
3
）
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
訳
に
よ
る
。

（
注
1
）
　
『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
　
（
新
興
社
・
昭
和
5
7
年
）

（
注
5
）
鬼
の
感
頚
の
説
話
も
弁
財
天
の
付
句
の
説
話
も
『
江
談
抄
』
の
諸

本
の
う
ち
、
窺
緊
水
系
に
の
み
あ
り
古
大
系
に
は
含
ま
れ
な
い
。

両
説
話
が
結
び
つ
い
て
鬼
が
下
旬
を
付
け
た
と
い
う
説
話
が
出
来
た

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
下
西
喜
三
郎
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
（
「
文

学
説
話
と
撰
集
抄
巻
八
」
金
沢
大
学
国
語
国
文
第
6
号
）

（
注
6
）
　
『
説
話
文
学
辞
典
』
長
野
啓
一
編
（
震
京
堂
山
版
・
昭
和
4
4
一

年
）
、
『
日
本
の
説
話
別
巻
・
説
話
文
学
必
携
』
　
（
軍
只
美
術
・
昭
和
　
1
8

5
1
年
）
等
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（
注
7
）
　
「
北
野
天
神
縁
起
の
基
礎
的
研
究
H
」
　
（
人
文
学
第
6
2
ロ
三

（
注
8
）
　
「
神
道
集
巻
錦
九
『
北
野
天
神
事
』
ノ
ー
ト
0
」
　
（
名
古
屋
大
学

国
語
国
文
学
1
7
号
）

（
注
9
）
　
「
中
世
に
お
け
る
本
地
物
の
研
究
囲
－
本
地
物
の
成
立
と
北
野
天

神
縁
起
－
」
　
（
折
道
文
庫
論
集
第
1
4
位
）

（
注
1
0
）
　
「
＜
朗
詠
古
注
∨
管
見
1
永
済
注
に
つ
い
て
ー
」
　
（
国
語
と
国
文

学
第
6
0
巻
第
1
1
号
）

（
注
1
1
）
こ
こ
で
は
絵
巻
の
構
図
に
つ
い
て
は
考
慮
し
て
い
な
い
。
文
章
か

ら
軍
冬
ら
れ
る
道
貴
と
良
香
に
つ
い
て
の
み
考
察
す
る
。

（
注
1
2
）
　
『
天
神
縁
起
の
歴
史
』
　
（
雄
山
閤
・
昭
和
4
8
年
）

（
注
1
3
）
　
「
天
神
縁
起
絵
巻
－
控
田
本
と
光
信
本
－
」
　
（
美
術
研
究
用
号
）



「
正
宗
本
天
神
縁
起
絵
巻
に
就
い
て
1
そ
の
出
現
並
び
に
弘
安
本
と
の

関
係
－
」
　
（
国
華
7
7
9
号
）

（
注
1
4
）
　
「
神
道
集
巻
第
九
『
北
野
天
神
事
」
ノ
ー
ト
H
」
　
（
名
古
屋
大
学

国
語
国
文
学
1
5
号
）

（
注
1
5
）
　
『
群
窃
類
従
』
巻
第
十
八
『
北
野
縁
起
』
。
奥
番
に
「
右
北
野
宮

縁
起
得
飛
鳥
井
l
位
雅
章
粕
所
筆
本
書
以
一
本
及
梅
城
録
比
校
了
」
と

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
飛
鳥
井
本
」
と
呼
ば
れ
る
。
室
町
時
代
の
も
の
で

あ
る
。

（
注
1
6
）
こ
の
部
分
を
引
用
し
た
『
神
道
大
系
神
社
相
n
北
監
　
（
神
道
大
系
編

基
会
・
昭
和
5
3
年
）
に
は
合
符
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略

し
た
。

（
注
1
7
）
注
1
4
に
同
じ
。

（
注
1
8
）
注
9
に
同
じ
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
修
士
論
文
の
一
部
を
も
と
に
、
昭
和
五
十
九
年
度
広
島
大
学

国
語
国
文
学
会
春
季
研
究
集
会
に
於
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

論
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
、
終
始
稲
賀
敬
二
先
生
よ
り
細
助
言
を
賜
わ
っ

た
。
こ
こ
に
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

1
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
1

A
会
員
近
著
紹
介
V

『
江
都
督
納
言
顧
女
集
』
　
（
六
地
蔵
寺
啓
太
欝
刊
・
巻
三
）

仙
棚
芳
硯
解
題

水
戸
市
郊
外
の
六
地
蔵
寺
経
蔵
に
は
貿
重
な
古
典
籍
が
裂
蔵
さ
れ
て
い
る
。

今
回
影
印
刊
行
さ
れ
た
苗
不
叢
刊
の
一
冊
「
江
都
督
納
言
璃
文
集
」
五
冊
は
、

昭
和
初
、
平
泉
泣
博
士
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
現
在
で
は
希
租
の

雷
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
持
刊
は
原
太
全
文
の
鮮
明
な
影
印
。
「
永
享
七
年
」

「
明
徳
二
年
」
の
奥
書
を
備
え
、
田
中
桜
氏
蔵
平
安
末
期
古
抄
本
二
帖
、
身
延

山
久
遠
寺
蔵
鎌
倉
中
期
零
冊
一
帖
な
ど
も
あ
る
が
、
六
地
蔵
寺
本
は
巻
四
を
欠

く
も
の
の
、
現
存
諸
本
中
、
最
も
完
備
し
た
伝
本
で
あ
る
。
解
題
は
「
六
地
蔵
一

寺
頂
『
江
都
督
納
言
鳳
文
運
の
木
文
に
つ
い
て
」
　
（
山
崎
誠
）
が
、
再
誌
伝
　
1
9

来
、
諸
本
、
身
延
文
庫
本
と
の
内
容
比
輿
成
立
事
情
、
太
文
の
性
格
に
わ
た
一

っ
て
、
金
沢
文
庫
空
呂
良
策
な
ど
諸
資
料
を
引
き
な
が
ら
細
か
く
説
い
て
い

る
。
「
六
地
蔵
寺
蔵
『
江
都
督
納
言
朗
文
集
』
の
訓
点
に
つ
い
て
」
　
（
小
林
芳

規
）
　
に
は
、
そ
の
性
格
、
時
代
性
、
地
方
性
、
国
語
資
料
と
し
て
の
位
置
づ
け

に
わ
た
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

《
B
5
版
、
四
六
五
ペ
ー
ジ
（
影
印
四
l
六
ペ
ー
ジ
、
構
造
四
六
ペ
ー
ジ
）
、
昭

和
5
9
年
7
月
、
汲
古
書
院
刊
、
一
二
、
〇
〇
〇
円
》

tosho-seibi-repo
長方形




