
遊
女
の
「
家
」
と
孝

『
平
家
物
語
』
「
祇
王
」
説
話
と
そ
の
周
辺

主目

木

祐

子

は
じ
め
に

　
『
平
家
物
語
』
の
「
祇
王
」
の
章
段
は
白
拍
子
の
芸
能
と
実
態
を
よ
く

踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
研
究
で
は
祇
王
祇
女

　
　
　
　
注
工

と
そ
の
母
ト
ヂ
を
実
の
親
子
関
係
と
し
て
捉
え
る
読
み
方
が
な
さ
れ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

た
。
し
か
し
、
白
拍
子
の
よ
う
な
女
性
芸
能
者
を
含
む
遊
女
の
社
会
が
、

養
母
と
養
女
と
い
っ
た
擬
制
の
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と

い
う
実
態
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
ト
ヂ
が
祇
王
と
祇
女
の
養
母
で
あ
る
と
仮

定
す
る
読
み
も
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
実
の
親
子
関
係
で
あ
る
と

明
記
す
る
伝
本
も
確
か
に
存
在
す
る
が
、
血
縁
関
係
の
曖
昧
な
も
の
も
あ

る
。
か
た
く
な
に
清
盛
の
召
し
に
応
じ
な
い
祇
王
に
対
す
る
ト
ヂ
の
教
訓

は
、
物
語
を
進
め
る
上
で
重
要
な
機
能
を
持
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
擬

制
の
血
縁
関
係
に
お
い
て
な
さ
れ
た
教
訓
で
あ
る
と
す
る
と
、
従
来
と
は

異
な
っ
た
角
度
か
ら
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で

は
、
歴
史
学
の
成
果
や
他
の
中
世
文
学
作
品
に
み
ら
れ
る
遊
女
の
親
子
関

係
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
平
家
諸
本
に
お
け
る
ト
ヂ
の
教
訓
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
。

遊
女
集
団
の
内
部
・
家
族
構
成
に
つ
い
て
の
主
要

先
行
研
究

　
近
年
、
遊
女
に
関
す
る
研
究
は
歴
史
学
・
文
学
・
文
化
史
な
ど
の
方
面

か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
彼
女
た
ち
の
身
分
や
職
能
に
つ
い
て
徐
々

に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
遊
女
集
団
の
内
部
構
造
や
家
族
構
成
、
ま

た
彼
女
た
ち
の
担
っ
た
芸
能
に
関
し
て
、
脇
田
晴
子
氏
は
「
母
か
ら
娘
へ

と
母
系
制
的
な
血
縁
関
係
で
相
承
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
下
に
養
女
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

を
も
っ
て
」
い
た
と
指
摘
し
、
網
野
善
彦
氏
も
「
女
系
の
血
縁
な
い
し
血

縁
に
擬
し
た
か
た
ち
を
と
っ
て
、
そ
の
芸
能
を
伝
え
た
も
の
思
わ
れ
る
」

　
　
　
　
　
注
4

と
言
及
し
て
い
る
。
両
氏
と
も
そ
の
根
拠
の
｝
つ
と
し
て
、
後
白
河
院
の

『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
に
載
る
、
美
濃
国
青
墓
宿
の
ク
グ
ツ
の
芸
能
の
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
う

承
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た
部
分
を
挙
げ
て
い
る
。

　
細
川
涼
一
氏
は
『
義
経
記
』
の
磯
禅
師
が
実
子
の
静
と
と
も
に
催
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

楽
・
其
駒
と
い
う
「
美
女
」
二
人
を
連
れ
て
鎌
倉
に
下
っ
た
記
事
に
注
目
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し
て
、
「
女
性
芸
能
者
の
芸
は
、
実
の
娘
に
よ
る
伝
承
だ
け
で
充
分
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7

っ
た
と
は
い
え
な
い
」
と
指
摘
し
、
二
人
の
美
女
が
幼
少
よ
り
禅
師
に
養

育
さ
れ
て
芸
を
仕
込
ま
れ
、
長
じ
て
主
人
に
劣
ら
ぬ
上
手
と
言
わ
れ
る
ま

で
に
な
っ
た
話
か
ら
、
「
女
性
芸
能
老
の
「
家
」
が
、
非
血
縁
の
「
美
女
」

を
養
女
と
し
て
か
き
集
め
る
こ
と
で
、
芸
能
の
伝
承
を
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
白
拍
子
の
姉
妹
関
係
に
つ
い
て
も

「
非
血
縁
の
養
女
同
士
に
よ
る
擬
制
的
な
も
の
も
少
な
く
な
い
」
と
し
、

「
女
系
に
よ
る
芸
能
の
伝
承
が
、
擬
制
的
な
母
子
・
姉
妹
関
係
を
と
る
こ

と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
」
こ
と
を
、
今
日
に
お
け
る
京
都
の
茶
屋
の
例
を

挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

　
ま
た
楢
原
潤
子
氏
は
、
芸
能
だ
け
で
は
な
く
集
団
そ
の
も
の
が
養
母
子

関
係
を
含
み
込
ん
だ
女
系
で
継
承
さ
れ
た
こ
と
は
「
ク
グ
ツ
メ
の
芸
能
が

「
家
産
」
と
呼
ば
れ
、
男
性
の
芸
能
に
対
し
て
相
対
的
に
優
位
な
立
場
に

あ
っ
た
」
こ
と
と
関
係
す
る
と
述
べ
、
芸
能
を
相
伝
の
家
業
と
す
る
基
盤

と
な
る
「
家
」
を
基
本
単
位
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
遊
女
た
ち
の
職
能
集
団
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
重
要
な
指
摘
を
し
て

　
注
8

い
る
。
つ
ま
り
遊
女
た
ち
は
、
貴
族
や
武
家
、
庶
民
な
ど
の
社
会
に
お
け

る
「
家
」
と
は
異
な
っ
た
構
造
の
、
女
系
の
「
家
」
を
自
分
た
ち
の
社
会

の
中
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
似
た
例
と
し
て
、
近
代
の
新
潟
県
高
田
の
鼓
目
女
の
世
界
が
参
考

　
　
注
9

に
な
る
。
警
女
の
座
の
構
成
は
、
ま
ず
親
方
と
養
子
縁
組
し
た
弟
子
か
ら

な
る
「
家
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
い
く
つ
か
集
ま
っ
て
「
組
」
を
作
り
、

合
計
五
つ
の
「
組
」
が
「
仲
間
」
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

た
。
仲
間
の
最
高
責
任
者
は
「
座
元
」
と
呼
ば
れ
、
修
業
年
数
が
一
番
多

い
も
の
が
就
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
啓
女
の
守
る
べ
き
規
則
と

し
て
「
鼓
目
女
式
目
」
と
い
う
掟
が
存
在
し
、
そ
れ
を
破
る
者
は
厳
し
い
懲

罰
が
与
え
ら
れ
た
。
集
団
が
そ
の
集
団
を
維
持
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
何

ら
か
の
掟
が
必
ず
作
り
出
さ
れ
、
そ
の
集
団
に
属
す
る
者
は
掟
を
守
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
中
古
・
中
世
の
遊
女
社
会
に
お
い
て
も
、
そ
の

集
団
独
特
の
慣
習
・
規
範
・
モ
ラ
ル
な
ど
が
通
用
し
て
い
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
一
般
の
社
会
か
ら
す
る
と
不
道
徳
で
あ
っ
た
り
、
逸
脱
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
り
す
る
行
為
も
、
彼
女
た
ち
の
社
会
の
中
で
は
正

当
な
行
為
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
価
値
観
の
相
違
は
、
遊
女
た
ち

の
職
能
の
形
態
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
推
参
」
と
い
う
、
招
か
れ
も
し
な
い

の
に
押
し
掛
け
て
芸
能
を
奉
仕
す
る
行
為
な
ど
に
も
端
的
に
現
れ
て
い

る
。　

遊
女
の
集
団
が
擬
制
の
血
縁
関
係
で
成
り
立
ち
芸
能
を
伝
承
さ
せ
て
い

た
こ
と
、
集
団
内
に
は
慣
習
や
規
範
な
ど
の
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
掟
が
あ

り
、
独
特
の
モ
ラ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
押
さ
え
た
上
で
、
ま
ず
は
平

家
物
語
以
外
の
作
品
に
お
け
る
遊
女
と
そ
の
母
に
よ
る
教
訓
の
場
面
を
概

観
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
二
　
教
訓
す
る
母
の
像

　
　
　
注
1
0

　
『
閑
居
友
』
下
一
ノ
ニ
「
室
の
君
、
顕
基
に
忘
ら
れ
て
道
心
発
す
事
」

は
遊
女
の
発
心
出
家
謬
で
あ
る
。
中
納
言
顕
基
に
捨
て
ら
れ
た
遊
女
が
存

命
の
母
を
思
い
再
び
故
郷
に
戻
る
。
「
さ
き
ゐ
＼
の
や
う
な
る
振
舞
は
、

今
は
し
侍
ま
じ
き
也
。
そ
の
心
お
ゑ
給
へ
」
と
言
っ
て
遊
女
の
仕
事
を
や

め
、
念
仏
ば
か
り
唱
え
て
過
ご
す
娘
に
対
し
て
、
そ
の
母
は
「
し
ば
し
こ
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そ
は
諌
め
」
た
が
、
終
い
に
は
あ
れ
こ
れ
言
わ
な
く
な
っ
た
。
日
に
日
に

家
は
貧
し
く
な
り
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
母
が
病
で
死
ぬ
と
、
娘

は
四
十
九
日
の
仏
事
の
為
に
、
や
め
て
い
た
遊
女
の
振
舞
を
し
て
費
用
を

作
る
。
そ
し
て
「
親
の
孝
養
は
今
日
な
ん
し
果
て
つ
」
と
言
っ
て
髪
を
切

り
、
仏
事
を
す
ま
せ
て
出
家
し
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
お
さ
え
て
お
き
た
い

の
は
、
遊
女
の
振
舞
を
し
な
い
娘
に
対
し
諌
め
る
と
い
う
母
の
行
動
と
、

「
親
の
孝
養
」
の
為
に
遊
び
の
わ
ざ
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
娘
の
心

晴
で
あ
る
。

　
次
に
室
町
時
代
前
期
頃
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
、
遊
女
の
描
写
が
詳
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

か
つ
豊
富
な
『
藤
の
衣
物
語
絵
巻
』
を
み
て
み
よ
う
。
旅
人
の
到
着
に
遊

女
た
ち
が
慌
て
て
化
粧
や
準
備
を
し
て
い
る
な
か
、
名
も
知
ら
ぬ
貴
公
子

と
の
一
夜
を
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
る
「
か
う
し
ゆ
」
と
い
う
遊
女
は
、
「
我

し
も
さ
こ
そ
な
ら
ひ
し
こ
と
な
れ
ど
、
い
ま
さ
ら
あ
ぢ
き
な
」
く
思
っ
て

何
も
し
な
い
で
い
る
。
す
る
と
母
の
長
者
が
側
に
寄
り
来
て
、
早
く
準
備

を
し
ろ
と
諌
め
る
。
「
か
う
し
ゆ
」
が
風
邪
で
辛
い
と
言
い
訳
を
す
れ
ば
、

長
者
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
急
き
立
て
る
。

　
　
こ
の
頃
は
、
か
く
の
み
遊
び
を
も
物
う
く
し
た
ま
ふ
こ
そ
あ
や
し
け

　
　
れ
。
か
・
る
身
と
は
な
り
ぬ
れ
ど
、
お
の
つ
か
ら
忘
れ
難
き
袖
の
名

　
　
残
は
お
ぼ
え
ず
し
も
な
け
れ
ど
、
う
き
世
を
渡
る
な
ら
ひ
、
さ
て
し

　
　
も
一
つ
思
に
、
沈
み
果
て
・
も
い
か
．
・
せ
ん
。
嘆
く
あ
か
月
も
あ
れ

　
　
ど
、
あ
り
ふ
れ
ば
又
、
慰
む
夜
半
も
あ
り
つ
・
こ
そ
は
過
ぐ
す
な
ち

　
　
ひ
な
れ
。
お
ぼ
し
慰
め
よ
。
あ
り
し
人
の
御
さ
ま
は
、
わ
す
れ
が
た

　
　
く
お
ぼ
す
ら
ん
も
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、
頼
め
ぬ
契
は
待
つ
べ
き
月
日

　
　
も
限
り
な
し
。
こ
れ
は
播
磨
の
国
の
お
さ
か
殿
・
御
一
門
ぞ
と
よ
。

　
　
並
び
な
き
大
名
な
り
。
美
女
た
ち
と
く
出
だ
せ
と
の
た
ま
ふ
。
俺
し

　
　
く
と
も
念
じ
て
、
か
ま
へ
て
座
に
つ
き
給
へ
。

　
以
上
は
詞
書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
画
中
詞
に
お
い
て
も
長
者
は
「
か

う
し
ゆ
」
の
行
為
を
「
傾
城
の
恥
」
で
あ
る
と
言
い
放
ち
、
酌
を
せ
よ
と

命
じ
て
い
る
。
務
め
を
果
た
さ
な
い
遊
女
に
対
し
て
宥
め
透
か
し
た
り
、

厳
し
く
叱
責
し
た
り
す
る
の
は
長
者
の
役
目
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
権
勢
に

従
っ
て
芸
能
を
奉
仕
す
る
こ
と
を
最
優
先
事
項
と
し
、
そ
う
す
る
こ
と
が

遊
女
の
身
で
こ
の
世
を
渡
っ
て
ゆ
く
た
め
の
処
世
術
で
あ
る
と
明
言
す
る

長
者
の
主
張
は
遊
女
社
会
の
掟
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
社
会
独
特

の
モ
ラ
ル
の
上
に
立
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
室
の
遊
女
は
母
の
諌
め
を

聞
き
入
れ
な
か
っ
た
が
、
「
か
う
し
ゆ
」
は
仕
方
な
く
母
の
命
に
従
い
、

仕
度
を
始
め
る
。

　
は
た
し
て
長
者
の
命
令
に
逆
ら
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
謡
曲

　
注
1
2

『
班
女
』
は
、
美
濃
国
野
上
宿
の
長
者
が
抱
え
の
上
膳
の
花
子
を
宿
の
内

よ
り
迫
放
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
花
子
は
東
へ
下
る
途
中
で
立
ち
寄

っ
た
吉
田
少
将
と
深
く
契
っ
て
以
来
、
形
見
に
取
り
交
わ
し
た
扇
に
ば
か

り
眺
め
入
っ
て
閾
よ
り
外
に
出
な
か
っ
た
。
彼
女
に
対
し
て
追
放
と
い
う

罰
が
与
え
ら
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
、
現
実
に
掟
を
守
ら
な
い
者
に
対
し

て
厳
し
い
制
裁
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
注
1
3

　
仮
名
本
『
曽
我
物
語
』
の
「
大
磯
の
盃
論
の
事
」
に
も
、
和
田
義
盛
を

も
て
な
す
酒
宴
に
侍
ろ
う
と
し
な
い
虎
を
母
の
長
者
が
繰
り
返
し
諌
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
と
き

場
面
が
み
ら
れ
る
。
「
時
世
に
し
た
が
ふ
な
ら
い
、
お
も
は
ぬ
人
に
な

る
・
も
、
さ
の
み
こ
そ
候
へ
」
と
い
う
長
者
の
言
葉
は
、
『
藤
の
衣
物
語
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絵
巻
』
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
大
き
く
異
な
る
の
は
、
最
後

に
親
に
対
す
る
「
孝
」
が
強
調
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
長
者
は
諌
め
の
最
後

に
「
ふ
ん
女
が
事
」
を
持
ち
出
し
、
産
み
の
母
の
言
う
こ
と
に
従
わ
な
い

の
は
「
生
々
世
々
ま
で
不
孝
ぞ
」
と
言
い
捨
て
る
。
そ
れ
か
ら
長
々
と
ふ

ん
女
の
由
来
が
語
ら
れ
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
「
か
や
う
に
た
け
き
弓
と

り
も
、
母
に
は
し
た
が
ふ
な
ら
ひ
そ
か
し
。
何
と
て
虎
は
母
に
し
た
が
は

ざ
る
や
」
と
虎
を
戒
め
る
。
虎
は
夫
（
十
郎
祐
成
）
と
母
の
板
挾
み
と
な

っ
て
苦
し
み
、
祐
成
は
母
に
従
う
よ
う
虎
に
勧
め
る
。
注
意
し
た
い
の
は

長
者
が
遊
女
社
会
以
外
の
世
界
の
例
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
こ
で
の
論

理
を
遊
女
の
親
子
関
係
に
お
い
て
援
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
家
父
長
制

に
よ
っ
て
た
つ
武
士
社
会
で
重
要
視
さ
れ
た
「
孝
」
と
い
う
思
想
に
加

え
、
女
は
五
障
三
従
の
身
で
あ
る
と
い
う
仏
教
思
想
も
利
用
す
る
こ
と

で
、
長
者
は
と
う
と
う
虎
を
座
敷
に
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
4

　
こ
れ
が
幸
若
舞
曲
の
『
和
田
酒
盛
』
に
な
る
と
、
中
国
の
孝
子
伝
が
列

挙
さ
れ
、
産
み
の
苦
し
み
、
育
て
の
苦
労
、
釈
迦
の
説
法
の
話
か
ら
父
母

の
恩
に
報
い
る
こ
と
の
重
要
さ
な
ど
が
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
し
て
語
ら
れ

る
。
仮
名
本
や
幸
若
舞
曲
に
お
け
る
長
者
の
教
訓
は
一
種
の
見
せ
場
で
あ

り
、
孝
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
こ
と
で
虎
の
懊
悩
と
葛
藤
は
よ
り
深
い
も

の
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
教
訓
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
虎
と
長
者
が
実
の
親
子
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
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あ
る
と
い
う
設
定
が
必
要
と
さ
れ
る
。
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
で
は
、
虎

は
平
塚
宿
の
夜
叉
王
と
い
う
傾
城
の
娘
で
、
大
磯
の
宿
の
長
者
菊
鶴
が
貰

い
受
け
て
養
女
に
し
た
と
い
う
説
明
が
本
文
中
に
あ
り
、
虎
と
長
者
は
擬

制
の
血
縁
関
係
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
の
伝
本
に
は
座

敷
に
出
る
出
な
い
の
問
答
自
体
が
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
仮
名
本
の
よ
う

な
教
訓
の
ス
タ
イ
ル
と
親
子
の
血
縁
・
非
血
縁
設
定
と
の
間
に
は
強
い
関

連
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
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最
後
に
母
の
教
訓
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
み
ら
れ
な
い
が
、
『
義
経
記
』

巻
六
の
静
の
鎌
倉
下
向
に
ま
つ
わ
る
悲
話
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。
静

の
舞
を
所
望
す
る
頼
朝
の
意
向
を
、
梶
原
景
時
が
使
者
に
立
ち
、
静
の
母

で
あ
る
磯
禅
師
に
申
し
入
れ
る
。
禅
師
が
静
に
そ
の
旨
を
伝
え
る
と
、
静

は
「
す
べ
て
人
の
か
様
の
道
を
立
て
け
る
程
の
、
口
惜
し
き
事
は
な
か
り

け
り
」
と
言
っ
て
自
ら
の
白
拍
子
と
い
う
境
遇
を
嘆
き
、
「
な
か
な
か
伝

へ
給
ふ
母
の
心
こ
そ
恨
め
し
け
れ
。
さ
れ
ば
舞
は
ば
舞
は
せ
ん
と
思
し
召

し
け
る
か
」
と
、
母
に
向
か
っ
て
恨
み
言
を
述
べ
る
。
景
時
は
静
の
返
事

を
貰
え
ず
に
帰
り
、
次
に
工
藤
祐
経
が
使
者
と
な
る
。
祐
経
も
ま
た
禅
師

を
介
し
て
静
に
面
会
を
申
し
入
れ
る
。
こ
こ
で
禅
師
は
使
者
と
静
の
間
を

と
り
な
す
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
遣
り
取
り
の
中
に
禅
師
自
身
の

言
葉
は
見
ら
れ
な
い
。
両
者
の
言
葉
を
た
だ
伝
え
る
の
み
に
と
ど
ま
り
、

ひ
た
す
ら
娘
の
静
を
心
配
す
る
母
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
頼
朝
の
前
で
若
宮
入
幡
宮
に
歌
舞
を
奉
納
し
た
静
ら
は
、
そ
の
後
京
の

北
白
川
に
戻
っ
て
仏
道
一
途
の
生
活
を
送
る
。
静
は
十
九
歳
で
出
家
し
、

次
の
年
に
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
る
。
田
中
本
で
は
そ
の
記
述
の
後
に
、
禅

師
も
程
な
く
し
て
静
の
後
を
追
い
、
共
に
往
生
し
た
と
あ
る
。
板
本
系
で

は
禅
師
の
往
生
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、
代
わ
り
に
「
聞
く
人
貞
女
の
志
を

感
じ
け
る
と
そ
聞
え
け
る
」
と
い
う
一
文
で
終
わ
っ
て
お
り
、
白
拍
子
静

の
一
連
の
行
動
を
貞
女
と
し
て
捉
え
て
讃
美
す
る
傾
向
が
強
い
。
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三
　
『
平
家
物
語
」
「
祇
王
」
の
章
段
に
み
る
母
子
関
係

　
先
に
み
て
き
た
よ
う
な
例
と
同
様
に
、
『
平
家
物
語
』
の
「
祇
王
」
の

章
段
に
お
い
て
も
、
遊
び
の
わ
ざ
を
拒
む
娘
に
対
し
て
母
の
教
訓
が
な
さ

れ
る
。
砥
王
が
再
び
清
盛
の
召
し
に
応
じ
た
の
は
、
母
ト
ヂ
の
必
死
の
説

得
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
無
く
し
て
物
語
は
展
開
し
な
い
重
要
な
要

素
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
や
異
本
を
比
較
す
る
と
、
物
語
の
基
本
的
な
構

成
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ト
ヂ
と
祇
王
の
言
葉
の
内
容

に
は
そ
れ
ぞ
れ
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
主
に
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
7

慶
本
・
覚
一
本
・
『
源
平
盛
衰
記
』
・
『
平
家
族
伝
抄
』
の
四
本
の
記
事
を

比
較
対
照
す
る
こ
と
で
、
ト
ヂ
に
よ
る
教
訓
の
変
化
の
様
相
を
検
討
し
た

い
。　

最
初
に
祇
王
の
家
族
構
成
を
押
さ
え
て
お
く
。
四
本
と
も
ト
ヂ
・
祇

王
・
祇
女
と
い
う
名
は
、
当
て
ら
れ
る
漢
字
は
異
な
る
も
の
の
読
み
は
同

じ
で
あ
り
、
全
員
白
拍
子
で
あ
る
。
『
平
家
族
伝
抄
』
の
み
が
姉
妹
の
父

を
「
和
泉
守
致
重
」
で
あ
る
載
せ
、
加
え
て
「
白
拍
子
腹
」
と
い
う
言
葉

か
ら
も
ト
ヂ
と
祇
王
祇
女
が
実
の
親
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他
の
三

本
で
は
本
文
の
記
述
か
ら
実
子
か
否
か
を
判
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
次
に
各
人
の
年
齢
に
注
目
し
て
み
る
。
『
源
平
盛
衰
記
』
は
ト
ヂ
の
年

齢
を
記
し
て
い
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
延
慶
本
で
は
、
三
人
の
出
家

時
の
年
齢
が
祇
王
二
十
二
歳
、
祇
女
二
十
歳
、
母
五
十
七
歳
と
記
さ
れ
て

あ
り
、
ト
ヂ
と
祇
王
の
年
齢
に
は
三
十
五
歳
の
開
き
が
あ
る
。
実
の
親
子

だ
と
す
る
と
、
当
時
と
し
て
は
随
分
の
高
齢
出
産
で
あ
る
。
む
し
ろ
孫
と

い
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
年
齢
差
で
あ
り
、
ど
う
に
も
不
自
然
な
感
が
拭

え
な
い
。
し
か
し
覚
一
本
を
み
る
と
、
ト
ヂ
の
年
齢
は
延
慶
本
よ
り
十
二

歳
若
く
設
定
さ
れ
、
祇
王
と
の
年
齢
差
は
二
十
四
歳
と
な
っ
て
い
る
。
実

の
親
子
と
明
記
さ
れ
て
い
る
『
平
家
族
伝
抄
』
に
お
い
て
は
二
十
｝
歳
差

と
、
更
に
差
が
縮
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
同
じ
く
白
拍
子
で
あ
る
仏
御
前
に
つ
い
て
は
、
寵
愛
が
仏
に
移

っ
て
か
ら
は
仏
の
ゆ
か
り
の
者
ど
も
が
富
み
栄
え
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
仏
も
ま
た
白
拍
子
の
「
家
」
に
属
し
て
い
た
者
で
あ
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
祇
王
の
場
合
と
同
様
に
『
平
家
族
伝
抄
』
の
み
が
そ
の

家
族
構
成
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
が
、
仏
は
九
歳
で
父
母
を
亡
く
し
、

み
な
し
子
と
な
っ
て
乳
母
に
連
れ
ら
れ
放
浪
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
姿
形

が
良
い
の
で
亀
菊
と
い
う
白
拍
子
に
乞
い
取
ら
れ
て
養
女
と
な
り
、
乙
姫

と
い
う
名
で
十
三
歳
の
時
養
母
に
連
れ
ら
れ
て
都
に
上
っ
た
と
い
う
経
歴

に
な
っ
て
い
る
。
『
平
家
族
伝
抄
』
は
白
拍
子
た
ち
を
血
縁
・
非
血
縁
の

ど
ち
ら
の
場
A
口
で
あ
っ
て
も
、
母
と
娘
と
い
う
関
係
で
も
っ
て
共
に
行
動

す
る
集
団
と
し
て
描
い
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

四
　
ト
ヂ
の
教
訓

　
ト
ヂ
に
よ
る
教
訓
は
諸
本
に
よ
っ
て
回
数
や
位
置
が
異
な
る
。
物
語
の

流
れ
に
沿
っ
て
順
に
検
討
す
る
と
、
最
初
の
教
訓
は
、
清
盛
の
寵
愛
が
仏

に
移
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
西
入
条
殿
を
追
い
出
さ
れ
た
祇
王
が
母
の
居

る
宿
所
に
帰
っ
て
き
た
場
面
で
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
『
源
平
盛
衰

記
』
や
覚
一
本
、
『
平
家
族
伝
抄
』
で
は
そ
こ
に
母
子
の
会
話
は
無
く
、

従
っ
て
教
訓
も
な
さ
れ
な
い
。
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延
慶
本
の
祇
王
は
母
に
向
か
っ
て
自
ら
を
「
加
様
ナ
遊
者
」
と
し
て
育

て
た
こ
と
へ
の
恨
み
言
を
述
べ
、
同
様
の
遊
者
に
寵
愛
を
奪
わ
れ
た
こ
と

に
対
す
る
口
惜
し
さ
や
、
一
時
は
祝
い
の
た
め
し
に
も
引
か
れ
て
羨
ま
し

が
ら
れ
た
の
に
捨
て
ら
れ
れ
ば
既
め
ら
れ
る
恥
ず
か
し
さ
、
最
後
に
は
自

害
の
決
心
ま
で
を
も
語
る
。
彼
女
は
「
遊
者
」
と
い
う
自
ら
の
身
分
・
境

遇
に
自
覚
的
な
姿
勢
を
見
せ
な
が
ら
、
割
り
切
れ
ず
に
死
の
う
と
ま
で
思

い
詰
め
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
今
後
は
妹
の
祇
女
を

頼
み
に
し
て
自
分
に
は
暇
を
く
れ
と
い
う
言
葉
に
は
、
娘
に
母
を
養
う
義

務
の
あ
る
こ
と
が
暗
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
紙
王
の
率
直
な
心
情
吐
露
に
ト
ヂ
は
猛
然
と
反
論
す
る
。
行
く
末
長
い

人
々
に
先
立
た
れ
、
老
い
衰
え
た
自
分
だ
け
残
さ
れ
て
も
幾
年
生
き
て
い

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
と
嘆
き
、
男
に
捨
て
ら
れ
て
す
ぐ
に
身
を
投
げ
る
な
ど

と
い
う
事
は
め
っ
た
に
な
い
習
い
で
あ
る
と
説
く
。
更
に
「
又
我
モ
諸
共

二
身
ヲ
ナ
ゲ
バ
、
各
母
ヲ
殺
ス
罪
有
テ
、
五
逆
ト
カ
ヤ
ノ
其
＝
一
テ
、
オ

ソ
ロ
シ
キ
地
獄
二
落
給
ハ
ム
モ
ツ
ミ
フ
カ
シ
」
と
続
け
て
、
五
逆
罪
と
堕

地
獄
を
強
調
す
る
こ
と
で
自
害
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ

ら
の
部
分
か
ら
は
、
思
い
つ
く
限
り
の
方
法
で
娘
を
説
得
し
よ
う
と
す
る

母
の
必
死
な
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
こ
の
場
面
で
延
慶
本
と
同
様
に
教
訓
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
は
南
都
本

で
あ
る
。
南
都
本
の
ト
ヂ
は
、
宿
所
に
帰
っ
て
き
て
泣
き
伏
す
祇
王
に
向

か
い
、
遊
者
が
捨
て
ら
れ
る
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
か
ら
驚
く
こ
と
で

も
な
い
と
言
っ
て
慰
め
る
。
祇
王
が
身
投
げ
の
決
心
を
語
る
の
に
対
し
て

は
、

　
　
　
ア
ワ

　
　
「
哀
レ
心
ウ
カ
リ
ケ
ル
物
カ
ナ
。
胎
内
ニ
ヤ
ト
リ
テ
苦
ヲ
ナ
ス
ノ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ウ
イ
ク

　
　
ニ
非
ス
、
生
レ
テ
後
モ
多
ノ
年
月
養
育
セ
ラ
レ
ナ
カ
ラ
、
忽
二
其
恩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ナ
シ
ミ

　
　
ヲ
忘
テ
、
今
露
別
ヲ
悲
テ
、
身
ヲ
ナ
ケ
ン
ト
宣
フ
コ
ソ
心
ウ
ケ
レ
。

　
　
今
日
明
日
ト
モ
知
ヌ
老
タ
ル
母
ヲ
ス
テ
・
、
イ
カ
ニ
ナ
レ
ト
思
ソ

　
　
ヤ
」
ト
ク
ト
キ
ツ
・
ケ
テ
泣
ケ
レ
ハ
…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
産
み
の
苦
し
み
や
多
年
の
養
育
の
恩
を
強
調
す
る
こ
と

で
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、
延
慶
本
の
五
逆
罪
を
強
調
す
る

手
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ト
ヂ
と
祇
王
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
南
都
本

で
は
実
の
親
子
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
「
胎
内
ニ
ヤ
ト
リ

テ
」
と
い
う
記
述
か
ら
わ
か
る
。

　
二
つ
目
の
教
訓
は
、
仏
の
無
柳
を
慰
め
よ
う
と
清
盛
が
祇
王
を
西
八
条

に
召
し
出
そ
う
と
す
る
場
面
に
み
ら
れ
る
。
自
分
の
意
向
を
無
視
す
る
砥

王
に
、
清
盛
は
怒
り
威
嚇
し
て
く
る
。
彼
の
仕
打
ち
を
恐
れ
た
ト
ヂ
に
よ

っ
て
祇
王
に
教
訓
が
な
さ
れ
る
の
は
諸
本
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
論
調
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

　
延
慶
本
の
ト
ヂ
は
祇
王
に
、
な
ぜ
清
盛
の
も
と
に
参
ら
な
い
の
か
、
身

投
げ
を
止
め
た
の
も
「
老
ノ
身
ニ
ウ
キ
目
ヲ
ミ
ジ
ガ
為
」
で
あ
っ
た
の

に
、
彼
の
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
「
忽
ニ
ウ
キ
目
ヲ
ミ
セ
」
ら
れ
る
だ

ろ
う
、
「
ロ
バ
生
テ
ノ
孝
養
是
二
如
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
言
っ
て
祇
王
を
責
め
る
。

こ
の
「
孝
養
」
と
い
う
言
葉
は
祇
王
の
命
を
救
お
う
と
す
る
心
か
ら
発
せ

ら
れ
て
お
り
、
先
の
教
訓
と
も
呼
応
し
て
い
る
。
続
け
て
ト
ヂ
は
、
清
盛

の
元
に
参
っ
て
か
ら
出
家
し
て
「
念
仏
申
テ
後
生
ノ
祈
リ
ヲ
シ
給
へ
」
と

ま
で
祇
王
に
言
う
。
延
慶
本
の
ト
ヂ
は
祇
王
の
身
命
を
第
一
に
心
配
す
る

と
い
う
姿
勢
で
貫
か
れ
て
い
る
。

　
『
源
平
盛
衰
記
』
の
ト
ヂ
の
教
訓
は
、
清
盛
の
威
嚇
の
言
葉
の
な
か
に
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あ
る
「
色
立
つ
る
女
、
ひ
と
ひ
な
り
と
も
入
道
に
目
を
か
け
ら
れ
た
る

は
、
有
難
き
面
目
に
こ
そ
あ
れ
」
と
同
じ
価
値
観
に
立
っ
て
の
発
言
で
あ

る
。　

　
「
…
…
況
や
か
様
の
身
と
し
て
、
一
夜
の
契
り
と
て
も
お
ろ
か
な
る

　
　
べ
き
か
。
年
頃
有
難
く
世
を
過
し
つ
る
ま
か
な
ひ
も
、
偏
へ
に
入
道

　
　
殿
の
御
恩
な
り
。
さ
れ
ば
日
頃
の
情
を
思
ふ
に
も
参
る
べ
し
。
後
の

　
　
難
も
恐
し
け
れ
ば
参
る
べ
し
。
さ
ら
ば
老
い
た
る
親
に
憂
き
目
見
せ

　
　
給
ふ
な
。
入
道
殿
の
御
心
と
し
て
は
、
女
な
れ
ば
と
て
よ
も
所
は
置

　
　
き
給
は
じ
。
早
出
で
立
ち
給
へ
」
と
て
、
使
に
は
、
「
急
ぎ
参
る
べ

　
　
し
」
と
母
ぞ
返
事
は
申
し
け
る
。

　
砥
王
の
身
を
心
配
し
て
出
立
を
急
か
す
と
こ
ろ
は
延
慶
本
の
説
得
と
同

様
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
清
盛
に
寵
愛
さ
れ
た
恩
を
強
調
し
、
遊
女
と

し
て
の
境
遇
や
身
の
処
し
方
を
説
く
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
覚
一
本
で
は
、
と
に
か
く
清
盛
に
返
事
を
し
ろ
と
迫
る
ト
ヂ
に
、
仮
に

命
を
取
ら
れ
る
と
し
て
も
惜
し
く
な
い
身
で
あ
り
、
「
ひ
と
た
び
う
き
者

に
思
は
れ
」
て
「
ふ
た
た
び
お
も
て
を
む
か
」
う
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く

な
い
と
砥
王
は
言
い
返
す
。
ト
ヂ
は
返
事
を
し
よ
う
と
し
な
い
娘
に
重
ね

て
教
訓
す
る
。
時
の
権
力
者
で
あ
る
清
盛
の
仰
せ
に
は
逆
ら
う
べ
き
で
な

く
、
男
女
の
仲
の
移
ろ
い
や
す
さ
は
世
の
習
い
で
あ
り
、
三
年
も
寵
愛
さ

れ
た
の
は
「
あ
り
が
た
き
御
情
」
で
あ
る
、
召
し
に
応
じ
な
い
か
ら
と
言

っ
て
、
よ
も
や
命
ま
で
は
取
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
都
の
外
へ
追
放
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
説
く
。

　
　
た
と
ひ

　
　
縦
都
を
出
さ
る
と
も
、
わ
ご
ぜ
た
ち
は
年
若
け
れ
ば
、
い
か
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
を
ひ

　
　
ん
岩
木
の
は
ざ
ま
に
て
も
す
ご
さ
ん
事
や
す
か
る
べ
し
。
年
老
を
と

　
　
ろ
へ
た
る
母
、
都
の
外
へ
そ
出
さ
れ
ん
ず
ら
む
。
な
ら
は
ぬ
ひ
な
の

　
　
す
ま
ゐ
こ
そ
、
か
ね
て
お
も
ふ
も
か
な
し
け
れ
。

　
ト
ヂ
は
自
ら
の
「
老
い
」
を
強
調
し
、
若
い
祇
王
の
身
勝
手
さ
を
糾
弾

す
る
。
「
唯
わ
れ
を
都
の
う
ち
に
て
住
果
さ
せ
よ
。
そ
れ
ぞ
今
生
後
生
の

け
う
や
う
と
思
は
む
ず
る
」
と
言
っ
て
祇
王
を
か
き
口
説
く
ト
ヂ
は
、
延

慶
本
と
比
べ
て
か
な
り
利
己
的
な
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
『
平
家
族
伝
抄
』
の
ト
ヂ
は
、
理
を
曲
げ
て
今
度
だ
け
は
入
道
に
従
い
、

そ
の
後
は
お
前
の
好
き
な
よ
う
に
し
ろ
と
言
っ
て
祇
王
を
宥
め
る
。
重
ね

て
、
ど
こ
か
の
浦
に
流
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
嘆
く
事
も
あ
る
だ

ろ
う
こ
と
、
た
だ
偏
に
老
い
た
母
を
助
け
る
こ
と
に
「
至
孝
」
が
あ
る
の

だ
と
主
張
し
て
泣
く
。
こ
の
ト
ヂ
の
言
い
分
は
覚
一
本
の
そ
れ
と
似
て
い

る
。　

三
つ
目
の
教
訓
は
、
祇
王
が
清
盛
と
仏
の
前
で
今
様
を
歌
わ
さ
れ
、
再

び
屈
辱
を
受
け
て
帰
宅
し
た
後
の
場
面
で
あ
る
。

　
延
慶
本
の
祇
王
は
、
母
の
仰
せ
に
従
っ
た
た
め
に
ま
た
も
憂
き
目
を
み

た
と
、
ト
ヂ
を
詰
っ
て
泣
き
、
そ
の
後
出
家
す
る
。
『
源
平
盛
衰
記
』
に

は
ト
ヂ
に
対
す
る
祇
王
の
恨
み
言
は
無
い
。
彼
女
は
「
か
く
て
浮
世
に
あ

れ
ば
こ
そ
、
か
か
る
憂
き
目
を
も
見
候
へ
」
と
嘆
き
、
こ
の
世
と
我
が
身

の
儂
さ
を
知
っ
て
い
な
が
ら
今
ま
で
通
り
に
過
ご
し
て
ゆ
く
こ
と
へ
の
疑

問
を
呈
す
る
。
そ
し
て
「
女
は
心
や
な
か
る
べ
き
。
姿
を
替
へ
ん
と
思
ふ

な
り
」
と
、
出
家
の
志
を
語
る
。
両
本
と
も
、
祇
王
が
出
家
し
た
の
に
続

い
て
妹
と
母
も
出
家
す
る
。
こ
こ
に
教
訓
は
登
場
し
て
こ
な
い
。

　
こ
の
場
面
で
教
訓
が
な
さ
れ
る
の
は
、
覚
一
本
と
『
平
家
族
伝
抄
』
で

あ
る
。
親
の
命
に
背
か
ず
従
っ
た
こ
と
で
再
び
辛
い
目
に
あ
っ
た
と
い
う
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延
慶
本
と
同
様
の
恨
み
言
の
後
に
、
祇
王
が
自
害
の
決
意
を
語
る
か
ら
で

あ
る
。
覚
一
本
で
は
、
妹
の
祇
女
も
姉
と
共
に
身
を
投
げ
る
と
言
い
出

す
。
ト
ヂ
は
祇
王
の
恨
み
は
尤
も
だ
と
言
い
、
起
こ
り
う
る
事
態
を
予
測

で
き
ず
に
行
っ
た
自
ら
の
教
訓
を
悔
い
る
。
し
か
し
娘
の
決
意
に
対
し
て

は
、
更
に
ま
た
教
訓
を
施
す
。

　
　
　
　
　
た
ナ
し

　
　
「
…
…
但
わ
ご
ぜ
身
を
な
げ
ば
、
い
も
う
と
も
と
も
に
身
を
な
げ

　
　
ん
と
い
ふ
。
二
人
の
む
す
め
共
に
を
く
れ
な
ん
後
、
年
老
を
と
ろ
へ

　
　
た
る
母
、
命
い
き
て
も
な
に
に
か
は
せ
む
な
れ
ば
、
我
も
と
も
に
身

　
　
を
な
げ
む
と
お
も
ふ
な
り
。
い
ま
だ
死
期
も
来
ら
ぬ
お
や
に
身
を
な

　
　
げ
さ
せ
ん
事
、
五
逆
罪
に
や
あ
ら
ん
ず
ら
む
。
此
世
は
か
り
の
や
ど

　
　
り
な
り
。
は
ち
て
も
は
ち
で
も
何
な
ら
ず
。
唯
な
が
き
世
の
や
み
こ

　
　
そ
心
う
け
れ
。
今
生
で
こ
そ
あ
ら
め
、
後
生
で
だ
に
あ
く
だ
う
へ
お

　
　
も
む
か
ん
ず
る
事
の
か
な
し
さ
よ
」
と
、
さ
め
ぐ
と
か
き
く
ど
き

　
　
け
れ
ば
…
…

　
こ
の
く
だ
り
は
延
慶
本
の
一
つ
目
の
教
訓
（
清
盛
に
捨
て
ら
れ
た
直
後

の
や
り
と
り
）
と
基
本
的
な
構
造
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
五
逆
罪
で
悪
道

に
落
ち
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
祇
王
の
自
害
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ

う
と
す
る
目
論
見
で
あ
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
傍
線
部
の
よ
う
な
表
現
か
ら

は
、
老
い
た
母
親
を
大
事
に
せ
よ
と
い
う
脅
迫
じ
み
た
印
象
を
受
け
る
。

祇
王
は
こ
の
教
訓
を
聞
い
て
自
害
を
思
い
と
ど
ま
り
、
二
度
と
こ
の
よ
う

な
憂
き
目
を
見
ま
い
と
、
都
の
外
に
出
る
こ
と
を
決
意
し
て
出
家
す
る
。

　
『
平
家
族
伝
抄
』
で
は
、
祇
王
の
自
害
の
決
意
を
聞
い
て
教
訓
を
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
8

役
割
が
母
で
は
な
く
妹
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
教
訓
の
内
容
も
他
本
と
大

き
く
異
な
っ
て
お
り
、
天
人
五
衰
や
人
界
の
八
苦
な
ど
を
語
っ
て
い
る
た

め
に
、
非
常
に
長
い
発
話
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
に
は
出
家
し
て
念
仏
す

る
こ
と
を
強
く
勧
め
る
祇
女
の
語
り
を
聞
い
た
こ
と
で
、
祇
王
は
決
意
を

翻
し
て
出
家
す
る
。
そ
れ
に
続
い
て
ト
ヂ
と
祇
女
も
出
家
す
る
と
い
う
展

開
は
他
と
同
じ
で
あ
る
。

　
「
祇
王
」
の
章
段
に
お
け
る
教
訓
は
以
上
で
あ
る
。
諸
本
に
お
け
る

「
孝
」
の
指
す
内
容
に
注
目
し
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
延
慶
本
は
ト
ヂ
が

自
分
の
進
退
よ
り
祇
王
の
身
を
案
じ
て
出
家
を
勧
め
る
よ
う
な
こ
と
を
言

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
孝
養
」
と
い
う
言
葉
は
祇
王
の
命
を

心
配
す
る
文
脈
上
に
あ
る
と
言
え
る
。
母
に
孝
養
を
尽
く
せ
と
い
う
主
張

は
、
祇
王
の
命
を
救
う
た
め
の
一
種
の
方
便
と
し
て
の
機
能
を
持
た
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
『
源
平
盛
衰
記
』
の
母
の
教
訓
の
中
に
は
「
孝
養
」
等
の

語
は
み
ら
れ
な
い
が
、
教
訓
の
内
容
は
延
慶
本
に
近
い
。
母
の
「
肝
心
」

を
迷
わ
す
こ
と
は
「
不
孝
」
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
清
盛
の
元
へ
赴

く
展
開
は
、
延
慶
本
が
「
母
ノ
思
ノ
悲
シ
サ
」
ゆ
え
に
心
な
ら
ず
も
出
立

し
た
と
す
る
の
と
通
じ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
、
覚
一
本
の
「
け
う
や
う
」
、
『
平
家
族
伝
抄
』
の
「
至

孝
」
と
い
う
言
葉
は
、
清
盛
の
命
令
に
応
じ
ず
と
も
命
ま
で
は
取
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
の
も
と
、
そ
れ
で
も
都
を
追
放
さ
れ
て
鄙
で
苦
労

す
る
目
に
な
ど
遭
い
た
く
な
い
ト
ヂ
自
身
の
願
望
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
す

る
文
脈
上
に
あ
る
。
子
は
親
の
面
倒
を
み
る
べ
き
で
あ
り
、
親
の
命
令
に

子
は
必
ず
従
う
も
の
で
あ
る
と
強
迫
す
る
言
葉
に
な
っ
て
い
る
。
「
孝
」

と
い
う
言
葉
は
使
わ
、
れ
て
い
な
い
が
南
都
本
も
同
様
で
あ
る
。
砥
王
が
清

盛
の
も
と
に
赴
い
た
理
由
は
、
覚
一
本
で
は
「
お
や
の
め
い
を
そ
む
か

じ
」
、
『
平
家
族
伝
抄
』
で
は
「
母
の
仰
せ
背
き
難
し
」
、
南
都
本
で
は
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「
母
ノ
教
二
随
テ
」
と
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
親
の
命
令
は
絶
対
で
あ
る
と
い

う
思
想
が
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　
紙
王
説
話
の
様
々
な
テ
キ
ス
ト
を
比
較
し
て
み
る
と
、
芸
能
者
と
し
て

対
峙
す
る
ト
ヂ
と
祇
王
の
葛
藤
と
、
親
と
子
と
し
て
の
葛
藤
と
が
複
雑
に

絡
み
合
い
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
孝
し
は
統
一
的
な
内
容
を
持
っ
て
い
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
血
縁
の
有
無
が
明
記
さ
れ
な
い
延
慶
本

や
『
源
平
盛
衰
記
』
な
ど
を
、
彼
女
た
ち
が
擬
制
的
な
母
娘
・
姉
妹
の
関

係
に
あ
る
と
仮
定
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
ト
ヂ
の
教
訓
は
遊
女
た
ち
の
血

の
繋
が
り
を
超
え
た
強
固
な
結
束
を
想
像
さ
せ
、
そ
の
な
か
で
使
わ
れ
る

「
孝
」
と
い
う
言
葉
は
、
擬
制
血
縁
的
な
関
係
が
実
の
血
縁
関
係
を
凌
駕

し
よ
う
と
す
る
意
図
を
秘
め
た
も
の
に
な
る
。
ま
た
、
南
都
本
や
『
平
家

族
伝
抄
』
が
三
者
の
関
係
を
実
の
親
子
と
設
定
し
、
覚
一
本
の
年
齢
差
が

縮
ま
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
と
、
教
訓
の
内
容
が
「
孝
」
の
強
調
に
重
点

を
置
い
て
い
る
こ
と
と
は
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

実
の
親
子
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
孝
」
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
す
る

よ
り
、
「
孝
」
を
強
調
し
た
い
た
め
に
実
の
親
子
と
設
定
す
る
流
れ
に
な

っ
た
と
解
釈
し
た
い
。

お
わ
り
に

　
遊
女
に
対
す
る
「
母
」
の
教
訓
は
、
彼
女
ら
の
職
能
に
関
わ
る
場
面
で

あ
る
な
ら
ば
、
芸
能
者
集
団
の
擬
制
血
縁
的
な
家
族
の
モ
ラ
ル
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
ろ
う
。
遊
女
と
い
う
芸
能
者
同
士
の
間
で

教
訓
と
い
う
行
為
が
な
さ
れ
る
場
合
、
ま
ず
は
彼
女
た
ち
が
一
般
杜
会
と

は
異
な
る
モ
ラ
ル
を
持
つ
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
物
語
を

読
み
、
そ
の
上
で
教
訓
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
展
開
に
な
っ
て
い
る
の
か

を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
遊
女
の
母
子
の
相
克
を
ご
く
普
通
の
母
子
の

や
り
と
り
と
し
て
し
ま
う
読
み
方
で
は
、
『
平
家
物
語
』
諸
本
に
お
け
る

祇
王
説
話
を
一
面
的
に
し
か
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
覚
一
本
・
南
都
本
・
『
平
家
族
伝
抄
』
の
教
訓
は
非
常
に
強
制
力
の
強

い
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
遊
女
の
職
能
を
全
う
し
ろ
と
迫
る
姿
勢
よ
り

も
、
忠
や
孝
を
重
要
な
生
活
規
範
と
す
る
中
世
家
父
長
制
社
会
の
家
の
論

理
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ

る
。
さ
ら
に
田
中
本
『
義
経
記
』
や
『
平
家
物
語
』
「
小
宰
相
」
の
章
段

で
「
忠
臣
は
二
君
に
つ
か
へ
ず
、
貞
女
は
二
夫
に
ま
み
え
ず
」
（
覚
一
本
）

と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
貞
節
を
重
要
視
す
る
「
女
訓
」
的
な
性
格
ま
で
も

が
加
味
さ
れ
て
い
る
の
が
、
仮
名
本
『
曽
我
物
語
』
の
教
訓
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

　
な
ぜ
教
訓
の
焦
点
が
「
孝
」
に
な
っ
て
ゆ
く
の
か
。
一
つ
に
は
、
親
に

対
す
る
「
孝
」
と
い
う
社
会
通
念
が
、
中
世
に
お
い
て
家
族
関
係
を
支
え

る
重
要
な
規
範
と
し
て
あ
っ
た
事
実
が
指
摘
で
き
る
。
鎌
倉
期
の
養
子
に

つ
い
て
田
端
泰
子
氏
は
、
「
養
子
と
養
親
と
の
間
に
は
、
養
育
と
い
う
事

実
が
介
在
す
る
た
め
、
養
親
の
権
限
は
強
」
く
、
「
実
父
母
と
実
子
の
間

で
も
親
権
の
強
い
鎌
倉
期
に
、
他
人
養
育
の
事
実
は
よ
り
一
層
の
重
み
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
9

も
っ
て
い
た
」
と
論
じ
て
い
る
。
「
家
」
の
団
結
を
強
め
る
た
め
に
、
血

の
繋
が
り
の
な
い
養
子
関
係
に
お
い
て
は
こ
と
さ
ら
「
孝
」
を
強
調
す
る

傾
向
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
武
家
社
会
に
つ
い
て
の
論
及
で
あ
る
が
、
擬
制
の
血
縁
関
係
に

よ
っ
て
芸
能
の
伝
承
を
行
い
、
集
団
自
体
を
も
継
承
さ
せ
て
い
た
芸
能
民
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の
社
会
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
「
家
」
を

成
り
立
た
せ
る
為
に
、
「
孝
」
の
思
想
が
血
の
繋
が
り
の
な
い
擬
制
の
母

と
娘
の
結
び
つ
き
を
補
強
す
る
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
よ

う
。
そ
し
て
物
語
の
語
り
手
と
し
て
あ
っ
た
琵
琶
法
師
や
瞥
女
た
ち
も
、

遊
女
た
ち
と
同
様
に
擬
制
血
縁
の
家
族
の
世
界
に
生
き
る
者
た
ち
で
あ
っ

た
。
ト
ヂ
や
砥
王
の
言
葉
に
彼
ら
自
身
の
モ
ラ
ル
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で

投
影
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
教
訓
の
な
か
で
執
拗
な
ほ
ど
「
孝
」

が
強
調
さ
れ
て
ゆ
く
の
は
そ
の
ひ
と
つ
と
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

注12

平
家
諸
本
に
お
け
る
章
段
名
は
延
慶
本
「
義
王
義
女
事
」
、
覚
一

本
「
祇
王
」
、
『
源
平
盛
衰
記
』
「
祇
王
・
祇
女
・
仏
前
の
事
」
、

『
平
家
族
伝
抄
』
「
義
王
義
女
事
」
。
本
稿
に
お
け
る
登
場
人
物
の

名
前
の
表
記
は
覚
｝
本
に
倣
い
、
「
祇
王
」
・
「
祇
女
」
・
「
ト
ヂ
」

（
原
本
は
「
と
ち
」
。
便
宜
上
片
仮
名
表
記
と
し
た
。
）
で
統
一
す

る
。中

古
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
芸
能
と
売
色
を
生
業
に
し
て
活
動
し

て
い
た
女
性
た
ち
を
大
き
く
分
類
す
る
と
、
大
河
や
海
辺
の
船
泊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
そ
び

に
住
み
、
小
舟
を
操
っ
て
客
を
求
め
た
「
遊
女
」
、
要
な
街
道
の

　
　
　
　
　
く
ぐ
つ

宿
に
い
た
「
鬼
晶
イ
ー
¶
闘
」
、
京
の
都
や
鎌
倉
な
ど
の
都
市
で
活
躍
し
、

男
装
し
て
舞
を
舞
っ
た
「
白
拍
子
」
な
ど
に
な
る
。
彼
女
た
ち
は

女
性
の
長
者
に
率
い
ら
れ
た
集
団
で
あ
る
と
い
う
点
、
今
様
・
朗

詠
な
ど
の
歌
謡
や
舞
な
ど
の
芸
能
の
奉
仕
と
、
売
色
行
為
を
も
っ

345

て
生
業
と
し
て
い
る
点
な
ど
、
共
通
す
る
要
素
も
多
い
。
本
稿
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
じ
よ

は
こ
の
よ
う
な
女
性
芸
能
者
た
ち
の
総
称
と
し
て
「
遊
女
」
を
用

い
る
。

脇
田
晴
子
『
日
本
中
世
女
性
史
の
研
究
－
性
別
役
割
分
担
と
母

性
・
家
政
・
性
愛
1
』
第
一
章
「
性
別
役
割
分
担
と
女
性
観
」

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）
〔
初
出
　
　
「
中
世
に
お
け
る

性
別
役
割
分
担
と
女
性
観
」
（
女
性
史
総
合
研
究
会
編
『
日
本
女

性
史
第
二
巻
中
世
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
入
二
年
）
〕

網
野
善
彦
『
日
本
論
の
視
座
』
第
三
章
「
中
世
の
旅
入
た
ち
」

（
小
学
館
、
一
九
九
〇
年
）
〔
初
出
　
日
本
民
俗
文
化
大
系
6
『
漂

泊
と
定
着
』
（
小
学
館
、
　
一
九
入
四
年
）
〕

法
住
寺
の
供
花
会
の
際
に
行
わ
れ
た
今
様
談
義
の
場
で
、
後
白
河

院
の
今
様
の
師
匠
で
あ
る
五
条
の
乙
前
に
つ
い
て
、
彼
女
は
目
井

と
い
う
今
様
の
名
手
の
養
女
で
あ
る
が
、
実
子
の
よ
う
に
は
習
わ

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
古
体
の
曲
は
歌
え
な
い
だ
ろ
う
と
「
さ
わ

の
あ
ご
丸
」
と
い
う
ク
グ
ツ
が
批
判
し
て
い
た
と
い
う
の
を
伝
え

聞
い
た
乙
前
が
、
自
分
は
目
井
か
ら
す
べ
て
の
歌
を
正
し
く
伝
授

さ
れ
た
と
主
張
し
、
さ
わ
の
あ
ご
丸
の
母
こ
そ
正
統
と
さ
れ
る
四

三
と
い
う
ク
グ
ツ
の
流
れ
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
養
親
か
ら
聞

い
て
い
る
、
と
反
論
す
る
内
容
で
あ
る
。
血
縁
的
な
繋
が
り
が
正

統
な
今
様
相
承
の
決
め
手
と
し
て
優
位
性
を
も
つ
か
否
か
と
い
う

問
題
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
こ
こ
で
は
ク
グ
ツ
の
芸
能
が
実
子
に
も

血
縁
の
な
い
弟
子
に
も
伝
授
さ
れ
、
弟
子
は
養
女
と
見
な
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
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「
美
女
」
は
「
便
女
」
「
非
上
」
と
も
書
か
れ
、
下
級
の
召
使
い
の

女
を
指
す
。
冨
倉
徳
次
郎
『
平
家
物
語
全
注
釈
下
一
』
（
角
川
書

店
、
一
九
六
七
年
）
五
一
頁
ー
、
水
原
一
『
平
家
物
語
の
形
成
』

（
加
藤
中
道
館
、
一
九
七
一
年
）
六
｝
頁
～
参
照
。

細
川
涼
一
「
2
女
性
芸
能
者
と
僧
の
「
家
」
」
（
日
本
の
中
世
4

『
女
人
、
老
人
、
子
ど
も
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
二
年
）

楢
原
潤
子
「
中
世
前
期
に
お
け
る
遊
女
・
梶
儲
子
の
『
家
』
と
長

者
」
（
日
本
女
性
史
論
集
9
『
性
と
身
体
』
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九

九
八
年
）
〔
初
出
　
　
『
総
A
ロ
女
性
史
研
究
』
5
号
、
一
九
入
八
年
〕

大
山
真
人
『
わ
た
し
は
幣
女
杉
本
キ
ク
エ
ロ
伝
』
（
音
楽
之
友

社
、
　
一
九
七
七
年
）

『
宝
物
集
閑
居
友
比
良
山
古
人
霊
託
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）

伊
東
祐
子
『
藤
の
衣
物
語
絵
巻
（
遊
女
物
語
絵
巻
）
影
印
・
翻

刻
・
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
九
六
年
）
翻
刻
を
も
と
に
適
宜

仮
名
を
漢
字
に
直
し
、
濁
点
・
句
読
点
を
付
し
た
。

『
謡
曲
百
番
』
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
入

年
）

『
曽
我
物
語
』
　
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六

　
　
　
　
に
よ

年
）
「
ふ
ん
女
」
の
由
来
（
弁
財
天
の
御
事
）
の
要
約
を
以
下
記

す
と
、
流
砂
国
の
富
豪
ふ
ん
女
は
子
宝
を
願
っ
て
い
た
が
、
あ
る

日
五
百
個
の
卵
を
産
ん
で
し
ま
い
、
仕
方
な
く
河
に
流
し
た
。
そ

れ
を
あ
る
夫
婦
が
拾
っ
て
あ
た
た
め
る
と
、
五
百
人
の
男
子
が
艀

っ
た
。
男
子
た
ち
は
成
長
し
、
貧
窮
の
あ
ま
り
盗
賊
に
な
る
。
そ

16151417

し
て
上
流
の
ふ
ん
女
の
城
を
襲
撃
せ
ん
と
押
し
掛
け
る
が
、
ふ
ん

女
が
実
の
母
親
で
あ
る
と
わ
か
る
と
矛
を
収
め
、
再
会
を
喜
び
合

っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

『
舞
の
本
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）

『
真
名
本
曽
我
物
語
』
東
洋
文
庫
（
平
凡
社
、
　
一
九
八
七
年
）

『
義
経
記
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）

底
本
は
『
判
官
物
語
』
系
の
田
中
本
を
使
用
し
て
い
る
。
日
本
古

典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）
は
元
和
・
寛
永
年
中

刊
十
二
行
木
活
字
本
を
使
用
。

記
事
対
照
に
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

延
慶
本
…
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
本
文

　
　
篇
』
（
勉
誠
社
、
　
一
九
九
〇
年
）

覚
一
本
…
高
木
市
之
助
・
小
澤
正
夫
・
渥
美
か
を
る
・
金
田
一
春

　
　
彦
校
注
『
平
家
物
語
』
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、

　
　
｝
九
五
九
年
）

『
源
平
盛
衰
記
』
…
水
原
一
考
定
『
新
定
　
源
平
盛
衰
記
』
（
新
人

　
　
物
往
来
社
、
一
九
八
八
年
）

『
平
家
族
伝
抄
』
…
慶
応
義
塾
大
学
付
属
研
究
所
斯
道
文
庫
・
編
校

　
　
『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』
松
本
隆
信
解
題
校
訂
（
大

　
　
安
、
一
九
六
七
年
）
　
『
平
家
族
伝
抄
』
『
刀
後
聞
』
に
つ
い

　
　
て
は
、
四
部
合
戦
状
本
の
裏
書
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と

　
　
す
る
説
（
高
橋
伸
幸
「
『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』
の

　
　
『
裏
書
』
ー
『
刀
後
聞
』
と
『
平
家
族
伝
抄
』
1
」
『
日
本

　
　
文
学
論
究
』
二
九
、
一
九
七
〇
年
十
一
月
）
が
出
さ
れ
て
い
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る
。

南
都
本
…
『
南
都
本
南
都
異
本
　
平
家
物
語
』
古
典
研
究
会
叢

　
　
書
第
二
期
国
文
学
　
松
本
隆
信
解
題
（
汲
古
書
院
、
一
九

　
　
七
一
年
）
影
印
を
参
照
し
、
釈
文
を
私
に
作
成
し
た
。

『
平
家
族
伝
抄
』
は
祇
女
に
関
す
る
記
述
が
他
本
に
比
べ
て
多
い
。

祇
女
が
教
訓
す
る
と
い
う
設
定
も
そ
の
独
自
の
特
徴
と
関
係
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

田
端
泰
子
「
古
代
・
中
世
の
「
家
」
と
家
族
　
－
養
子
を
中
心
と

し
て
i
」
（
福
田
ア
ジ
オ
・
塚
本
学
編
　
日
本
歴
史
民
俗
論
集
3

『
家
・
親
族
の
生
活
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
〔
初

出
　
一
九
入
五
年
〕
、
「
4
　
娘
と
息
子
、
結
婚
へ
」
（
日
本
の
中

世
4
『
女
人
、
老
人
、
子
ど
も
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
二

年
）
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