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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
語
り
と
伝
説
―
三
河
の
浄
瑠
璃
姫
伝
承
―

鳳
来
山
と
浄
瑠
璃
姫
伝
説小 

林　

幸 

夫　

　

大
学
で
愛
知
の
芸
能
を
講
じ
て
、『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
を
い
く
た
び
か

読
ん
で
き
た
。
そ
の
た
び
に
三
河
岡
崎
や
鳳
来
寺
山
周
辺
に
残
る
伝
説
が

気
に
な
っ
て
、
目
に
つ
い
た
資
料
を
気
ま
ま
に
集
め
て
は
き
た
。
し
か
し
、

片
手
間
に
や
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
は
か
の
い
く
仕
事
で
は
な
か
っ

た
。
日
本
口
承
文
芸
学
会
の
例
会
を
引
き
受
け
る
に
あ
た
っ
て
（
東
海
学

園
大
学
・
二
〇
〇
八
年
三
月
）、
こ
の
機
会
に
浄
瑠
璃
姫
の
伝
説
を
テ
ー

マ
に
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
て
み
よ
う
か
と
思
い
立
っ
た
。
中

部
地
方
で
行
う
の
だ
か
ら
、
せ
め
て
愛
知
ゆ
か
り
の
口
承
文
芸
を
取
り
あ

げ
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
説
を
道
案
内
と
し
て
、
浄
瑠
璃
姫
の
物

語
に
で
き
る
だ
け
関
心
を
も
っ
て
も
ら
お
う
と
考
え
て
始
め
た
講
義
な
の

だ
が
、
学
生
は
あ
ま
り
浄
瑠
璃
姫
に
関
心
が
な
い
ら
し
い
。
中
世
以
来
の

語
り
物
で
あ
れ
、
近
世
こ
の
か
た
の
伝
説
で
あ
れ
、
口
承
文
芸
に
も
郷
土

の
歴
史
は
刻
ま
れ
て
い
ま
す
よ
、
と
話
し
か
け
て
み
て
も
、
あ
ま
り
興
味

を
示
さ
な
い
。
昔
話
だ
け
で
は
な
い
、
伝
説
も
ま
た
、
現
代
の
学
生
に
は

縁
遠
い
も
の
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
思
う
と
何
や
ら
口
惜
し
い
。

そ
こ
で
「
語
り
と
伝
説
―
三
河
の
浄
瑠
璃
姫
伝
承
―
」
と
銘
う
っ
て
、
浄

瑠
璃
姫
伝
説
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
に
し
よ
う
と
、
ま
る
で
ひ
と
り
相
撲

を
取
る
よ
う
に
し
て
準
備
を
始
め
た
。

　

つ
い
て
は
専
門
家
で
な
く
て
も
い
い
、
地
元
に
居
て
、
身
近
に
伝
説
を

聞
い
て
育
っ
た
方
に
話
を
伺
い
た
い
。
絵
巻
も
含
め
て
、
語
り
物
芸
能
に

つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
く
の
も
よ
か
ろ
う
。
浄
瑠
璃
姫
の
伝
説
は
、
寺
院

の
略
縁
起
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
近
世
唱
導
の
こ
と
も
視

野
に
入
れ
て
お
こ
う
。
こ
う
し
て
深
谷
大
さ
ん
と
堤
邦
彦
さ
ん
の
二
人
に

講
師
を
お
願
い
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
地
元
の
方
を
探
す
の
に
難
渋
し
た
。
つ
て
を
求
め
て
探
し
て

も
適
任
者
が
見
つ
か
ら
な
い
。
地
元
で
も
、
浄
瑠
璃
姫
の
こ
と
は
忘
れ
ら

れ
て
い
る
ら
し
い
。
何
や
ら
寂
し
い
気
も
し
た
。
そ
こ
で
岡
崎
市
役
所
の

市
民
文
化
部
を
訪
ね
て
、
適
任
者
が
お
ら
れ
れ
ば
、
紹
介
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
お
願
い
し
た
。
そ
こ
で
名
前
の
挙
が
っ
た
の
が
加
藤
善
啓
さ
ん
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　

※　
　
　
　
　
　
　

※

　

日
を
改
め
て
岡
崎
市
に
加
藤
さ
ん
を
訪
ね
る
と
、
驚
い
た
こ
と
に
資
料

を
用
意
し
て
待
っ
て
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
加
藤
さ
ん
は
郷
土
史
家
で
は
な

い
。
岡
崎
呉
服
協
同
組
合
理
事
長
と
い
う
肩
書
き
を
持
つ
呉
服
屋
さ
ん
で

あ
る
。
居
間
に
は
義
経
と
浄
瑠
璃
姫
の
人
形
が
飾
ら
れ
て
い
て
、
私
を
出

迎
え
て
く
れ
た
。
こ
の
人
形
は
市
に
寄
贈
さ
れ
て
、
新
し
い
ホ
ー
ル
が
完
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成
次
第
、
そ
ち
ら
に
移
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
人
形
を
前
に
し
て
私

た
ち
の
浄
瑠
璃
姫
談
義
は
始
ま
っ
た
。

　

市
役
所
の
方
か
ら
、
近
松
門
左
衛
門
の
「
浄
瑠
璃
十
二
段
」
の
復
曲
に

尽
力
さ
れ
た
方
が
お
ら
れ
る
の
で
、
話
を
伺
っ
て
み
て
は
、
と
勧
め
ら
れ

た
。
そ
れ
が
加
藤
さ
ん
で
あ
る
。
そ
の
次
第
を
こ
こ
に
手
短
に
述
べ
て
お

こ
う
。

　

平
成
十
四
年
、「
岡
崎
き
も
の
サ
ミ
ッ
ト
」
開
催
に
あ
た
っ
て
、
浄
瑠

璃
姫
の
衣
装
（
十
二
単
衣
）
を
制
作
し
よ
う
、
と
い
う
企
画
を
立
て
ら
れ
、

京
都
西
陣
織
工
業
組
合
の
協
力
を
得
て
製
作
が
始
め
ら
れ
た
。
翌
十
五
年

に
は
、
義
経
の
衣
装
製
作
も
決
ま
っ
た
。
こ
の
事
業
は
、
浄
瑠
璃
姫
に
よ

る
岡
崎
の
地
域
振
興
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
決
し
て
思
い
つ
き

で
は
な
か
っ
た
。
子
ど
も
の
頃
、
父
親
か
ら
親
し
く
浄
瑠
璃
姫
の
話
を
聞

か
さ
れ
て
き
た
加
藤
さ
ん
の
体
験
が
、
根
っ
こ
に
あ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
姫
へ
の
愛
着
が
、
こ
の
企
画
を
進
め
た
人
た
ち
に

共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
平
成
十
六
年
、
衣
装
を
着
せ
る
人
形
を
作

ろ
う
と
い
う
話
に
な
っ
て
、
こ
れ
も
知
立
市
山
車
文
楽
の
協
力
を
得
て
、

義
経
と
浄
瑠
璃
姫
の
二
体
の
完
成
を
見
る
。
さ
ら
に
加
藤
さ
ん
た
ち
呉
服

組
合
の
方
々
の
熱
意
は
、
文
楽
の
七
世
竹
本
住
大
夫
師
を
も
動
か
し
て
、

近
松
「
源
氏
十
二
段
」
の
床
本
か
ら
素
語
り
を
再
現
し
、
平
成
十
六
年
十

月
、
岡
崎
に
て
「
三
段
目
」
上
演
。
平
成
十
八
年
十
月
に
は
、
四
段
目
・

五
段
目
を
上
演
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
平
成
二
十
年
二
月
に
は
、
第

二
十
九
回
岡
崎
市
民
音
楽
祭
が
行
わ
れ
、
文
化
庁
・
岡
崎
市
の
主
催
で

「
源
氏
十
二
段
」
が
上
演
さ
れ
た
（
岡
崎
市
せ
き
れ
い
ホ
ー
ル
）。
こ
こ
に

到
る
ま
で
の
苦
心
は
、
加
藤
さ
ん
が
自
ら
筆
を
執
っ
て
、「
文
楽
「
浄
瑠

璃
姫
物
語
」
の
復
刻
に
向
け
て
」（『
岡
崎
文
化
』
二
十
八
号
）
と
い
う
一

文
を
残
し
て
お
ら
れ
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　

※　
　
　
　
　
　
　

※

　

浄
瑠
璃
姫
に
つ
い
て
語
る
加
藤
さ
ん
の
口
調
は
、
次
第
に
熱
を
帯
び
て

き
て
、
相
槌
を
う
つ
私
に
意
見
を
求
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
気
圧
さ
れ
た
私

は
た
だ
拝
聴
す
る
だ
け
だ
っ
た
。
加
藤
さ
ん
の
浄
瑠
璃
姫
へ
の
関
心
は
、

郷
土
岡
崎
へ
の
愛
着
に
ま
っ
す
ぐ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は

は
っ
き
り
と
伝
わ
っ
て
き
た
。

　

加
藤
さ
ん
は
、
な
ぜ
矢
作
が
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
舞
台
な
の
か
、
と

い
う
自
ら
の
疑
問
か
ら
始
め
て
、
鎌
倉
時
代
以
来
、
三
河
守
護
職
を
務
め

て
き
た
藤
原
南
家
の
歴
史
を
語
り
、
源
頼
朝
か
ら
徳
川
家
康
ま
で
の
源
家

将
軍
と
三
河
地
方
の
ゆ
か
り
の
深
さ
を
た
ど
ら
れ
る
。
三
河
は
歴
史
の
枢

要
な
る
舞
台
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
加
藤
さ
ん
に
と
っ

て
は
、
伝
説
も
ま
た
三
河
の
歴
史
を
語
る
も
の
と
し
て
意
味
を
も
つ
。
た

と
え
ば
源
義
朝
の
正
室
に
し
て
頼
朝
の
母
で
あ
る
由
良
御
前
。
三
河
を
在

所
と
す
る
彼
女
は
、
悲
劇
の
英
雄
義
経
の
恋
人
浄
瑠
璃
姫
に
な
ぞ
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
加
藤
さ
ん
は
考
え
ら
れ
る
。
源
家

の
歴
史
が
三
河
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
、
源
氏
の
御
曹
司
の
物
語
も
、
こ
こ

三
河
か
ら
始
ま
っ
て
、
浄
瑠
璃
姫
と
義
経
の
悲
恋
が
、
矢
作
の
宿
を
舞
台

と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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加
藤
さ
ん
は
、
源
家
譜
代
の
地
三
河
と
徳
川
の
因
縁
を
、
家
康
が
峯
の

薬
師
の
申
し
子
で
あ
る
と
い
う
伝
説
の
中
に
も
読
み
と
ら
れ
る
。
家
康
の

母
が
峯
の
薬
師
に
祈
念
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
夜
、
霊
夢
の
告
げ
あ
っ
て
、

懐
妊
し
た
と
い
う
（
徳
川
幕
府
家
譜
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
伝
説
に
も
、

鎌
倉
以
来
、
徳
川
に
到
る
ま
で
の
三
河
と
の
深
い
ゆ
か
り
を
感
じ
と
ら
れ

る
の
だ
。
そ
の
歴
史
が
あ
っ
て
こ
そ
、『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
は
、
三
河
矢

作
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
資
料
を
た
ど
り
な
が
ら
、
話
は
も
っ
と
細
部

に
わ
た
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
余
裕
が
な
い
。
改
め
て
例
会
の

折
に
配
布
さ
れ
た
懇
切
な
資
料
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　

※　
　
　
　
　
　
　

※

　

こ
こ
か
ら
は
私
の
関
心
事
を
ひ
と
つ
だ
け
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
峯
の

薬
師
鳳
来
山
寺
の
こ
と
で
あ
る
。
鳳
来
寺
は
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
頃

ま
で
は
天
台
の
山
で
あ
っ
た
が
、
戦
国
の
世
に
な
っ
て
変
化
が
生
じ
、
江

戸
初
期
ま
で
に
は
天
台
の
勢
力
は
衰
退
し
て
、
本
堂
薬
師
堂
を
拠
点
と
す

る
真
言
宗
僧
徒
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（「
鳳
来
寺
開
山

千
三
百
年
」
発
行
・
鳳
来
寺
）。
こ
の
よ
う
に
真
言
・
天
台
両
宗
の
僧
侶

が
混
在
し
て
、
そ
こ
に
修
験
道
・
山
伏
が
か
か
わ
る
複
雑
な
様
相
を
呈
し

て
い
た
の
が
鳳
来
山
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
宗
派
を
超
え
た
霊
場

で
あ
っ
た
。
祖
霊
の
こ
も
れ
る
山
に
し
て
、
死
者
供
養
の
霊
山
と
も
仰
が

れ
た
鳳
来
山
の
歴
史
は
、『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
を
読
む
と
き
、
や
は
り
見

逃
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

古
代
以
来
、
修
験
道
の
山
と
し
て
開
か
れ
、
山
岳
信
仰
の
霊
地
で
あ
っ

た
鳳
来
山
は
、
山
中
に
写
経
経
典
を
納
め
た
経
筒
が
埋
納
さ
れ
、
納
骨
が

行
わ
れ
て
き
た
。
昭
和
四
十
一
年
、
山
頂
か
ら
延
び
る
南
の
尾
根
に
鳳
来

寺
鏡
岩
下
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
て
、
骨
壺
・
鏡
・
経
筒
外
套
な
ど
多
数
の
出

土
品
が
発
見
さ
れ
た
。
時
代
は
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
ま
で
及
ぶ
の

だ
が
、
そ
こ
か
ら
中
世
の
墓
群
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
（「
鳳

来
寺
開
山
千
三
百
年
」）。
こ
こ
は
天
台
・
真
言
の
両
宗
が
並
び
た
つ
、
滅

罪
・
浄
土
往
生
の
山
で
あ
る
と
と
も
に
、
修
験
道
の
霊
場
と
し
て
死
者
の

魂
が
赴
き
、
鎮
ま
る
所
で
あ
っ
た
。
祖
霊
の
赴
く
と
こ
ろ
、
そ
こ
を
霊
場

と
し
て
死
者
供
養
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
い
い
。
標
高
六
九
五
メ
ー

ト
ル
、
け
っ
し
て
高
山
と
は
い
い
が
た
い
が
、
三
河
の
人
々
に
宗
派
を
超

え
た
霊
山
と
し
て
仰
ぎ
見
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

浄
瑠
璃
姫
は
鳳
来
山
の
笹
谷
で
最
期
を
迎
え
、
五
輪
塔
を
建
て
て
供
養

さ
れ
る
。
法
華
経
読
誦
の
の
ち
、
義
経
が
姫
の
霊
魂
と
和
歌
を
詠
み
交
わ

す
と
、
五
輪
塔
が
砕
け
て
散
る
。
折
し
も
四
十
九
日
の
法
要
の
時
で
あ
れ

ば
、
こ
の
「
五
輪
砕
き
」
の
く
だ
り
は
、
姫
の
霊
魂
の
鎮
ま
り
と
成
仏
を

示
す
も
の
と
し
て
、
聴
衆
に
深
い
印
象
を
刻
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。「
五

輪
砕
き
」
を
末
尾
に
し
て
閉
じ
ら
れ
る
の
も
、
死
者
供
養
の
山
を
舞
台
と

す
る
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

創
建
の
時
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
鳳
来
寺
に
は
古
く
か
ら
鏡
堂
が

あ
っ
て
、
多
く
の
鏡
が
寄
進
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
が
「
薬
師
の
鏡
」
と

し
て
尊
崇
さ
れ
た
の
は
、
一
切
衆
生
の
善
悪
の
願
望
を
映
し
出
す
か
ら
だ

と
い
う
。
本
尊
薬
師
の
姿
が
こ
の
鏡
に
浮
か
ぶ
と
き
、「
利
益
冥
応
セ
リ
」
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と
信
じ
ら
れ
た
（「
鳳
来
寺
興
記
」
鏡
の
事
）。
鳳
来
山
に
詣
で
る
者
は
、

本
尊
の
仏
前
に
鏡
を
奉
納
し
、
鏡
岩
か
ら
谷
に
鏡
を
投
じ
て
、
所
願
成
就

を
祈
っ
て
き
た
。
罪
を
鏡
に
移
し
て
、
穢
れ
を
捨
て
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
死
者
供
養
の
行
な
い
で
も
あ
っ
た
。『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
に
は
、
子
種

を
祈
っ
て
本
尊
薬
師
に
あ
ま
た
の
宝
物
を
寄
進
す
る
く
だ
り
が
あ
る
。
そ

の
中
に
「
八
花
形
の
唐
の
鏡
」
が
数
え
あ
げ
ら
れ
る
の
も
、
も
と
は
相
応

の
意
味
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
明
治
維
新
以
前
、
山
内
坊
中
の
岩

本
院
で
、
正
月
十
四
日
の
田
楽
祭
り
の
折
、
浄
瑠
璃
姫
の
「
姿
見
の
鏡
」

を
拝
観
さ
せ
た
と
い
う
の
も
、
お
そ
ら
く
鏡
の
信
仰
と
結
び
つ
い
た
宣
伝

活
動
と
い
っ
て
よ
い
。
浄
瑠
璃
姫
の
形
見
の
鏡
を
示
し
て
、
衆
病
悉
除
の

現
世
利
益
が
喧
伝
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　

※　
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改
め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
早
川
孝
太
郎
は
「
足
袋
の
濫
觴
」

を
語
る
伝
説
を
書
き
留
め
て
い
る
（『
猪
・
鹿
・
狸
』）。
兼
高
長
者
が
薬

師
堂
に
参
籠
す
る
と
、
満
願
の
夜
の
夢
に
、
薬
師
が
大
い
な
る
鹿
と
顕
れ

て
、
子
種
を
授
け
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
霊
験
譚
と
し

て
当
た
り
前
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
る
が
、
な
ぜ
薬
師
が
鹿
と
形
を
変

え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
よ
い
。
す
で
に
柳
田
国
男
は

「
鹿
母
夫
人
」
の
故
事
を
あ
げ
て
い
る
が
（『
桃
太
郎
の
誕
生
』）、
そ
れ
だ

け
で
は
ど
う
だ
ろ
う
。
も
う
少
し
、
鳳
来
山
と
い
う
土
地
に
寄
り
添
っ
て

考
え
て
み
る
の
も
よ
か
ろ
う
。

　
『
猪
・
鹿
・
狸
』
を
読
む
と
、
鳳
来
山
一
帯
は
、
絶
好
の
鹿
の
狩
り
場

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鹿
が
こ
の
山
に
群
棲
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
三
河
鳳
来
山
麓
に
暮
ら
す
人
々
は
、
狩
人
と
し
て
鳥
獣
を

追
い
、
木
地
師
と
し
て
材
木
を
削
り
、
炭
を
焼
い
て
暮
ら
し
を
た
て
て
き

た
。
彼
ら
に
と
っ
て
鹿
は
、
山
の
神
の
使
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同

じ
本
で
早
川
は
、
鳳
来
寺
の
西
南
方
、
本
宮
山
に
あ
る
国
幣
小
社
砥
鹿
神

社
の
口
碑
を
記
録
し
て
い
る
。
あ
る
時
麓
に
す
む
狩
人
が
鹿
を
追
っ
て
山

中
に
分
け
入
る
と
、
一
頭
の
眠
れ
る
大
鹿
を
見
つ
け
た
。
矢
を
も
っ
て
射

ん
と
し
て
も
、
手
応
え
は
な
い
。
鹿
と
見
え
た
の
は
大
い
な
る
砥
石
で

あ
っ
た
。
神
意
を
感
じ
た
狩
人
は
、
砥
石
を
神
と
祀
っ
た
と
い
う
。「
足

助
八
幡
宮
縁
起
」
に
も
、
鹿
は
「
砥
鹿
大
菩
薩
の
化
現
」
な
り
と
あ
る
の

を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
鹿
は
神
の
使
わ
し
め
な
の
で
あ
る
。
今
く
わ
し
く

述
べ
る
余
裕
は
な
い
が
、
鳳
来
山
寺
と
砥
鹿
神
社
の
縁
起
は
、
利
修
仙
人

の
開
創
譚
を
初
め
と
し
て
、
極
め
て
類
似
し
、
共
通
部
分
が
多
い
。
何
れ

の
縁
起
も
、
お
そ
ら
く
は
本
宮
山
や
鳳
来
山
に
暮
ら
す
山
の
民
、
狩
人
・

山
伏
の
伝
承
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

薬
師
が
大
鹿
と
姿
を
か
え
て
現
れ
る
鳳
来
山
の
伝
説
は
、
山
に
鹿
を

追
っ
て
暮
ら
す
人
々
の
実
感
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
伝
説
の
生
ま

れ
た
時
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
話
が
、
山
に
暮
ら
す

狩
人
た
ち
の
伝
説
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
語
り
と
、

ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
な
が
ら
山
村
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
か
、
そ
れ
を
考

え
る
貴
重
な
材
料
と
は
な
る
だ
ろ
う
。



118

　
　
　
　
　
　

※　
　
　
　
　
　
　

※

　

同
じ
書
物
で
早
川
は
光
明
皇
后
誕
生
譚
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
も
周

知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
利
修
仙
人
が
煙
巌
山
の
岩
窟
で
修
行
中
、
尿
意
を

催
し
て
傍
ら
の
薄
に
放
尿
し
た
と
こ
ろ
、
雌
鹿
が
来
て
そ
の
薄
を
舐
め
、

た
ち
ま
ち
孕
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
子
が
成
長
し
て
光
明
皇
后
に
な
り
給
う

た
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
口
碑
も
す
で
に
鳳
来
寺
の
縁
起
「
鳳
来
寺
興
記
」

（
慶
安
三
年
・
一
六
四
八
写
本
）
に
見
え
て
い
て
、
こ
れ
に
加
え
て
癩
者

へ
の
湯
施
行
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
（「
光
明
皇
后
の
事
」）。
さ
ら
に

縁
起
は
鳳
来
寺
の
「
巫
女
石
」
や
「
尼
行
道
」
の
伝
説
を
載
せ
て
い
る
の

だ
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
比
丘
尼
の
運
ん
だ
伝
承
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
堂
の
北
西
に
あ
る
巫
女
石
は
、
利
修
仙
人
の
説
法
を
聞
き
に
、
天
よ
り

八
人
の
巫
女
が
天
降
っ
て
き
た
場
所
で
あ
る
。
鳳
来
山
が
死
者
供
養
の
霊

場
だ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
伝
説
は
、
死
穢
を
き
よ
め
、
死
霊
の
鎮

魂
を
つ
か
さ
ど
る
比
丘
尼
の
い
た
こ
と
を
語
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
尼
行

道
は
、
仙
人
を
訪
ね
て
来
た
尼
が
、
面
会
を
拒
絶
さ
れ
た
の
に
怒
り
、
高

い
岩
山
に
登
り
放
尿
し
た
と
こ
ろ
、
岩
が
砕
け
て
谷
に
転
落
し
た
場
所
と

い
う
。
な
ら
ば
尼
行
道
と
は
、
女
人
結
界
の
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
伝
説
は
、
か
つ
て
鳳
来
山
に
あ
っ
た
比
丘
尼

の
活
動
の
跡
を
思
わ
せ
る
。

　

義
経
と
い
う
英
雄
の
偉
業
の
蔭
で
、
悲
し
い
最
期
を
遂
げ
た
姫
と
、
彼

女
の
死
を
看
取
っ
て
墓
守
を
務
め
た
冷
泉
の
物
語
は
、
俊
寛
の
最
期
を
見

届
け
た
有
王
の
そ
れ
に
見
合
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
こ
ち
ら
は
女
性
の
語

り
の
性
格
が
際
だ
っ
て
い
る
。『
浄
瑠
璃
物
語
』
を
、
姫
の
霊
を
鎮
め
る

供
養
の
物
語
と
す
れ
ば
、
そ
の
末
尾
の
「
五
輪
砕
き
」
は
、
姫
の
最
期
を

伝
え
る
女
語
り
の
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）、
横
山
村
の
村
人
が
、
笹
谷
に
浄
瑠
璃
姫
の

祠
を
建
て
た
。
こ
の
祠
に
は
後
日
譚
が
あ
る
。
明
治
三
十
年
頃
、
早
川
熊

十
と
い
う
男
の
夢
枕
に
浄
瑠
璃
姫
が
現
れ
て
、
自
分
を
信
仰
す
る
な
ら
ば
、

す
べ
て
の
願
い
を
叶
え
よ
う
と
告
げ
た
。
以
来
、
笹
谷
の
祠
に
参
詣
者
が

殺
到
し
た
と
い
う
（
早
川
孝
太
郎
「
三
州
横
山
話
」）。
新
し
く
作
ら
れ
た

た
わ
い
も
な
い
伝
説
と
し
て
、
笑
っ
て
す
ま
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、

鳳
来
山
麓
に
暮
ら
す
人
々
の
中
に
、
浄
瑠
璃
姫
の
信
仰
は
、
現
世
利
益
を

も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
明
治
の
頃
ま
で
確
か
に
生
き
て
い
た
こ
と
を
、

右
の
伝
説
は
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
こ
笹
谷
で
悲
し
い
最
期

を
迎
え
た
浄
瑠
璃
姫
の
霊
が
、
村
人
の
口
を
介
し
て
託
宣
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
過
去
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
時
代
を
さ
ら
に
遡
れ

ば
、
そ
れ
は
神
仏
に
仕
え
祀
る
遊
行
の
女
性
の
職
掌
で
あ
っ
た
。

　

細
部
を
省
略
し
た
の
で
、
ず
い
ぶ
ん
大
雑
把
な
議
論
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
を
、
鳳
来
山
と
そ
こ
に
残
さ
れ
た
伝
説
を
介
し

て
読
ん
で
み
よ
う
と
試
み
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
は
取
り
あ
げ
た

伝
説
が
少
な
す
ぎ
る
難
が
あ
る
。
論
ず
べ
き
課
題
は
、
ま
だ
い
く
ら
で
も

あ
る
の
だ
が
、
紙
数
が
尽
き
た
の
で
、
こ
こ
で
綴
じ
目
と
す
る
。

（
こ
ば
や
し
・
ゆ
き
お
／
東
海
学
園
大
学
）


