
二
六

説
　
語

と
　
事
　
実

霊
異
記
下
の
柑
五
縁
を
め
ぐ
っ
て

寺
　
　
川

真
　
知
　
夫

Ｈ

　
説
話
の
面
白
さ
は
、
説
話
が
ど
れ
ほ
ど
確
か
な
構
造
と
豊
か
な
表
現
を
獲
得

し
て
い
る
か
１
如
何
に
迫
真
性
の
あ
る
形
象
化
を
遂
げ
て
い
る
か
１
と
云
う
こ

と
と
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
説
話
は
事
実
を
素
材
と
し
て
成
立
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す
る
も
の
で
あ
り
、
面
白
さ
の
根
本
を
事
実
性
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も

確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
説
話
と
し
て
の
形
象
化
を
遂
げ
た
も
の
の
中
か
ら
、
索

材
と
し
て
の
事
実
を
探
り
出
す
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、

『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
升
五
縁
は
あ
る
程
度
、
そ
れ
が
可
能
な
説
話
で
あ
る

の
で
、
本
縁
に
よ
っ
て
、
説
話
と
事
実
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と

思
う
。

　
ま
ず
第
柑
五
縁
の
概
要
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
光
仁
天
皇
の
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
肥
前
国
松
浦
郡
の
人
、
火
君
氏
が
急

死
し
、
瑛
魔
国
に
至
る
が
、
死
期
に
合
わ
ず
返
さ
れ
る
。
還
る
途
中
、
釜
の
よ

う
な
地
獄
で
煮
ら
れ
て
い
た
、
遠
江
国
榛
原
郡
の
物
部
古
麻
呂
と
い
う
男
に
呼

び
止
め
ら
れ
、
在
世
中
白
米
の
綱
丁
を
勤
め
て
い
た
時
の
悪
行
に
よ
っ
て
苦
を

受
け
て
い
る
の
で
、
法
華
経
を
書
写
し
て
罪
を
救
っ
て
も
ら
い
た
い
と
頼
ま
れ

る
。
生
還
し
た
火
君
の
氏
は
、
こ
の
見
聞
を
解
状
に
記
し
て
大
宰
府
に
送
る
。

大
宰
府
は
こ
れ
を
朝
廷
に
転
送
す
る
が
、
大
弁
官
は
信
用
せ
ず
放
置
し
て
二
十

年
が
経
っ
。
菅
野
真
道
が
左
大
弁
と
な
っ
て
こ
れ
を
見
、
桓
武
天
皇
に
奏
上
す

る
。
天
皇
は
施
鮫
僧
頭
に
二
十
年
間
に
物
部
古
麻
呂
は
苦
を
免
れ
得
た
か
否
か

尋
ね
ら
れ
、
地
獄
の
一
日
一
夜
は
、
人
問
の
百
年
な
の
で
、
苦
を
受
け
始
め
た

ば
か
り
で
あ
る
と
の
答
を
得
て
、
勅
使
を
遠
江
国
に
遺
し
て
、
解
状
に
記
す
古

麻
呂
の
事
蹟
を
調
査
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
解
状
の
報
告
は
事
実
の
通
り

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
信
じ
、
天
皇
は
延
暦
十
五
年
三
月
七

日
か
ら
知
識
を
募
っ
て
写
経
を
始
め
ら
れ
、
善
珠
大
徳
、
施
咬
僧
頭
な
ど
を
招



い
て
、
平
城
京
の
野
寺
で
、
古
麻
呂
の
た
め
に
法
華
経
講
読
の
大
法
会
を
設
け

て
そ
の
苦
を
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
説
話
は
天
皇
が
一
庶
民
の
た
め
に
法
会
を
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
説
く
も

の
で
あ
る
か
ら
、
桓
武
天
皇
の
厳
し
い
仏
教
統
制
策
や
天
皇
と
一
庶
民
の
関
係

な
ど
と
考
え
合
わ
せ
て
、
虚
構
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
見
る
人
は
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
け
れ
ど
も
、
天
皇
は
決
し
て
仏
教
不
信
の
方
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
気
ま
ぐ
れ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
善
行
と
し
て
こ
の
よ
う
な
法
会
を
営

ま
れ
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
と
ま
で
は
云
え
ま
い
。
天
皇
に
よ
る
法
要
の
行

わ
れ
た
こ
と
に
就
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
主
張
し
か
な
し
得
な
い

が
、
火
君
氏
の
解
状
が
事
実
を
合
み
得
る
も
の
で
あ
り
、
菅
野
真
道
が
二
十
年

間
放
置
さ
れ
た
解
状
を
発
見
し
た
こ
と
も
十
分
事
実
と
し
て
の
可
能
性
が
あ
り

得
る
の
で
、
法
要
も
実
際
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
の

法
要
は
、
景
戒
の
霊
異
記
原
撰
時
に
ほ
ぼ
接
し
て
催
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
か

ら
、
説
話
の
伝
え
る
通
り
の
も
の
で
な
い
に
し
て
も
、
実
際
行
わ
れ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
話
は
、
お
そ
ら
く
伝
燈
住
位
を
得
て
問
も
な

い
景
戒
が
、
法
会
と
そ
の
い
き
さ
っ
を
直
接
見
聞
し
て
、
自
ら
縄
め
あ
げ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
事
実
に
基
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
云
え
よ
う
。

　
物
部
古
麻
呂
の
た
め
の
法
会
が
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
直
接
の
契
機
は
、

「
従
四
位
上
菅
野
朝
臣
真
道
、
其
の
官
の
上
に
任
じ
、
彼
の
状
を
見
て
、
山
部

天
皇
に
奏
す
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
彼
の
左
大
弁
任
官
の
時
期
は
、

　
　
　
　
　
　
説
語
と
事
実

本
縁
と
『
日
本
後
紀
』
と
の
間
に
少
く
と
も
一
年
の
ず
れ
が
あ
る
。
こ
の
こ
と

の
意
味
は
後
に
考
え
る
こ
と
と
し
、
い
ず
れ
を
採
る
べ
き
か
と
云
え
ば
、
『
日

本
後
紀
』
の
延
暦
十
六
年
三
月
一
日
説
を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

真
道
が
延
暦
十
五
年
三
月
以
前
に
火
君
氏
の
解
状
に
つ
い
て
奏
し
た
の
は
、
左

大
弁
就
任
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
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ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
真
道
は
学
者
官
僚
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
左
大
弁
に
就

任
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
二
十
年
間
も
放
置
さ
れ
て
き
た
解
状
を
無
意
味
に
再

吟
味
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で

は
、
ど
う
し
て
解
状
を
発
見
し
得
た
か
と
い
う
と
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
が

『
続
日
本
紀
』
撰
輯
の
責
任
者
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
任
務
は
云
う
ま

で
も
な
く
、
解
状
を
含
む
古
記
録
と
縁
の
深
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
先
の
解
状

発
見
は
こ
の
任
務
と
か
か
わ
ら
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
続
日
本
紀
』
の
撰
進
は
二
度
に
分
け
て
行
わ
れ
、
全
四
十
巻
の
う
ち
、
後

半
二
十
巻
、
天
平
宝
字
二
年
か
ら
延
暦
十
年
ま
で
三
十
四
年
分
は
第
一
輯
と
し

て
、
延
暦
十
三
年
八
月
十
三
日
に
右
大
臣
従
二
位
皇
太
子
樽
中
衛
大
将
藤
原
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

臣
継
縄
に
よ
っ
て
撰
上
さ
れ
、
前
半
二
十
巻
、
文
武
天
皇
元
年
か
ら
天
平
宝
字

元
年
ま
で
六
十
一
年
分
は
第
二
輯
と
し
て
、
延
暦
十
六
年
二
月
十
三
日
に
、
正

五
位
上
行
民
部
大
輔
兼
皇
太
子
学
士
左
兵
衛
佐
伊
予
守
菅
野
朝
臣
真
道
を
代
表
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者
と
し
て
撰
上
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
継
縄
と
真
道
の
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
ぞ
れ
の
撰
進
の
上
表
文
に
よ
る
と
、
『
続
日
本
紀
』
全
巻
の
撲
輯
作
業
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
　
説
語
と
事
実

質
的
な
責
任
者
は
真
道
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
継
縄
は
藤

原
氏
の
代
表
者
と
し
て
、
編
纂
の
基
本
方
針
な
と
の
画
定
に
参
加
し
た
だ
け

で
、
具
体
的
な
作
業
は
学
者
官
僚
で
あ
る
真
道
に
委
ね
て
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
。　

『
続
目
本
紀
』
第
一
輯
に
は
四
年
間
を
費
し
て
い
る
が
、
こ
の
間
に
、
三
十

四
年
間
の
記
録
類
は
総
覧
さ
れ
、
史
料
と
し
て
の
採
否
が
検
討
さ
れ
た
は
ず

で
、
そ
の
中
に
は
、
弁
官
に
保
存
さ
れ
て
い
た
大
宰
府
か
ら
の
解
状
も
含
ま
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
　
「
白
壁
天
皇
の
世
」
に
、
大
宰
府
か
ら
転
送
さ
れ
、
二
十

年
も
放
置
さ
れ
た
解
状
が
、
真
道
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
褒
上
さ
れ
た
の
は
何

時
で
あ
る
か
本
縁
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
古
麻
呂
の
追
善
の
た
め
に
写
経

を
始
め
た
の
が
、
延
暦
十
五
年
三
月
七
日
で
あ
る
か
ら
、
か
り
に
古
麻
呂
の
事

蹟
調
査
に
半
年
を
要
し
た
と
す
れ
ば
、
天
皇
へ
の
奏
上
は
延
暦
十
四
年
九
月

頃
、
発
見
は
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
続
日
本
紀
』
第
一
輯
の
撰
上

は
延
暦
十
三
年
八
月
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
火
君
氏
の
解
状
の
真
道
た
ち
に

よ
る
発
見
は
、
そ
れ
以
前
に
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
解
は
急
を

要
し
て
奏
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
実
際
は
何

か
の
つ
い
で
に
天
皇
の
耳
に
入
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
臆
測
の
域

を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
経
緯
は
、
『
続
日
本
紀
』
の
吏
料
に
大
宰
府

の
解
状
を
検
討
す
る
際
、
真
道
か
作
業
チ
ー
ム
の
誰
か
が
、
火
君
氏
の
解
状
を

見
つ
け
、
地
獄
が
実
在
す
る
も
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
話
題
と
な
っ
て
真
道
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の
記
憶
に
と
ど
め
ら
れ
、
何
ら
か
の
機
会
に
、
天
皇
に
奏
上
し
た
と
い
う
の
が

実
情
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
天
皇
は
真
道
の
話
を
聞
か
れ
る
と
、
そ
の
場
に

居
合
せ
た
施
咬
に
地
獄
で
苦
を
受
け
る
期
問
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
、
さ
ら
に
火

君
の
解
状
に
述
ぺ
る
古
麻
呂
の
故
事
に
っ
い
て
も
試
み
に
調
査
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
遠
隔
地
の
者
の
行
状
の
報
告
が
果
し
て
真
実
で
あ
り
う
る
か
否
か
と

い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
興
味
あ
る
事
柄
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
問
の

こ
と
は
偶
然
の
積
み
重
ね
と
で
も
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
火
君
氏
の
解
状
に

記
さ
れ
た
古
麻
呂
の
故
事
だ
け
は
確
か
に
真
実
を
伝
え
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め

に
、
天
皇
の
信
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
火
君
氏
の
申
し
出
の
通
り
、
古
麻

呂
の
た
め
の
法
華
経
書
写
と
講
読
の
法
会
が
営
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ｏ

　
本
縁
で
は
物
部
古
麻
呂
の
た
め
の
法
会
が
催
さ
れ
た
の
は
延
暦
十
五
年
三
月

の
こ
と
と
し
、
こ
と
の
起
り
を
そ
れ
以
前
の
真
道
の
左
大
弁
任
官
に
結
び
つ
け

て
い
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
『
日
本
後
紀
』
に
よ
れ
ば
延
暦
十
六
年
三

月
一
日
に
左
大
弁
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
位
階
も
、
本
縁
で
は
従
四
位
上

と
す
る
が
、
『
日
本
後
紀
』
．
に
よ
れ
ば
延
暦
十
六
年
二
月
一
日
に
『
続
日
本
紀
』

撰
進
の
功
績
に
よ
っ
て
従
四
位
か
ら
正
四
位
下
に
二
階
級
進
ん
で
い
る
。
こ
の

と
き
、
同
じ
く
撰
進
に
携
っ
た
秋
篠
安
人
、
中
科
巨
都
雄
も
二
階
級
昇
進
し
て

　
　
　
＠

い
る
か
ら
、
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
真
道
は
従
四
位
上
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

位
階
に
は
就
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
『
公
卿
補
任
』
は
何
に
よ
っ
た
も

の
か
、
こ
の
時
従
四
位
上
が
授
け
ら
れ
た
と
し
て
お
り
、
異
説
も
あ
る
か
ら
、

景
戒
は
こ
れ
に
依
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
官
職
、
位
階
は
、
延
暦
十
六
年
三
月
以
後
の
も
の

で
あ
っ
て
、
延
暦
十
五
年
の
法
会
当
時
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
本
縁
の
述

作
が
延
暦
十
六
年
三
月
以
後
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
、
述
作
当
時
の
真
道
の

位
階
、
官
職
を
延
暦
十
五
年
に
湖
ら
せ
て
用
い
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
Ｏ　

景
戒
の
出
自
は
十
分
明
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
紀
伊
国
名
草
郡
の
郡
司

層
の
出
身
で
あ
る
こ
と
に
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
出
家
し
た
彼
は
南

都
薬
師
寺
の
下
級
僧
侶
で
あ
っ
た
か
ら
、
真
道
が
『
続
日
本
紀
』
の
撰
輯
に
携

わ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
知
る
由
も
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
、
彼
は
郡
司

層
の
出
身
で
あ
っ
た
か
ら
、
解
状
が
弁
官
に
送
ら
れ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
の

で
、
法
会
で
聞
い
た
真
道
の
解
状
発
見
の
こ
と
を
、
左
大
弁
の
任
官
と
結
ぴ
つ

け
て
理
解
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
し
、
真
道
の
解
状
発
見
の
真
の
契

機
を
知
っ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
に
記
し
た
と
す
れ
ば
、
話
は
よ
り
誇
張
さ
れ
て

い
る
方
を
好
む
説
教
の
聴
衆
の
反
応
を
計
算
し
て
、
劇
的
な
効
果
を
狙
っ
た
も

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
次
に
施
咬
僧
頭
で
あ
る
が
、
彼
は
説
話
の
中
で
、
天
皇
に
古
麻
呂
の
こ
と
を

調
べ
よ
う
と
い
う
持
気
を
起
さ
せ
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
施
蚊
と
い

　
　
　
　
　
　
説
語
と
事
実

う
僧
都
は
『
僧
綱
補
任
』
に
は
見
え
な
い
が
、
真
道
、
善
珠
な
ど
、
実
在
の
人

物
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
実
在
の
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
に

近
い
の
は
、
延
暦
十
二
年
に
律
師
と
な
り
、
延
暦
十
六
年
一
月
十
四
日
に
少
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

都
に
任
ぜ
ら
れ
た
施
暁
で
あ
る
。
咬
は
「
ケ
ウ
」
、
暁
は
「
ケ
ウ
、
ゲ
ウ
」
で

あ
る
か
ら
、
施
暁
の
名
を
音
通
の
文
字
で
表
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本

縁
で
は
、
現
に
古
麻
呂
を
古
丸
と
も
記
し
、
人
名
で
は
な
い
が
、
僧
都
を
僧
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
表
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
施
咬
は
施
暁
少
僧
都
で
あ
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
す
る
と
、
延
暦
十
五
年
当
時
、
施
咬
は
ま
だ
律
師
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
本
縁
で
は
僧
都
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
施
鮫
の
ば
あ
い
は
菅
野
真

道
と
異
な
り
、
仏
教
界
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
人
物
で
あ
り
、
延
暦
十
四
年
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
、
景
戒
に
伝
燈
住
位
を
与
え
た
僧
綱
の
一
員
な
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
そ
の

僧
綱
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ず
れ

は
、
一
般
的
に
は
真
道
の
ば
あ
い
と
同
じ
く
、
説
話
述
作
当
時
の
僧
綱
職
を
法

会
の
催
さ
れ
た
当
時
に
湖
ら
せ
て
用
い
る
と
い
う
、
他
に
も
見
ら
れ
る
官
位
表

記
の
方
法
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
施
咬
の

ば
あ
い
、
そ
の
所
属
寺
は
近
江
林
凡
釈
寺
で
あ
る
が
、
行
基
の
孫
弟
子
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
施
咬
は
、
行
基
が
死
ぬ
時
、

四
十
九
院
を
託
し
た
、
第
一
の
弟
子
、
久
米
多
寺
の
僧
光
信
（
宝
亀
三
年
の
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

禅
師
の
一
人
）
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
彼
は
当
時
、
行
基
直
系
の
法
燈
を
継
ぐ
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
　
説
語
と
事
実

の
代
表
と
見
傲
さ
れ
、
中
央
仏
教
界
で
華
々
し
く
活
躍
し
て
い
た
の
で
、
行
基

を
崇
拝
し
、
意
識
、
行
動
の
う
え
で
も
そ
の
流
れ
に
つ
な
が
ろ
う
と
し
て
い
た

景
戒
が
、
特
別
の
感
情
を
持
っ
て
配
慮
を
加
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ

る
。
施
暁
は
、
行
基
の
流
れ
に
立
っ
者
と
し
て
当
然
で
あ
る
が
、
山
林
修
行
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

深
い
関
心
を
持
ち
、
そ
の
立
場
に
立
っ
た
発
一
言
を
し
て
い
る
か
ら
、
や
は
り
そ

こ
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
景
戒
に
と
っ
て
は
、
好
も
し
い
人
物
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
本
縁
に
お
い
て
、
施
鮫
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ

う
し
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
縁
に
登
場
す
る
人
物
の
官
位
や
職
務
が
正
史
の
記
録
と
時
期
的
に

ず
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
説
話
受
容
者
の
反
応
を
配
慮
し
て
、
時
間
を
湖
ら
せ
て

も
記
録
時
の
登
場
人
物
の
そ
れ
を
説
話
の
中
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
景
戒
の
作

意
が
働
い
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
説
話
の
記
録
さ
れ
た
時
期

を
伺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
こ
に
は
、
説
話
の

登
場
人
物
に
対
す
る
景
戒
の
心
情
的
な
か
か
わ
り
も
働
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ

た
。
他
に
も
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
何
で
も
な
い
説
話
と
正
史
の
鯉
鱈

に
、
事
実
が
説
話
と
し
て
扱
わ
れ
る
際
に
働
く
、
受
容
者
の
反
応
へ
の
計
算
、

話
者
の
心
情
の
投
影
は
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

臼

天
皇
の
調
査
に
よ
る
と
、
火
君
氏
の
解
状
に
記
さ
れ
た
、

物
部
古
麻
呂
の
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

事
に
関
す
る
部
分
が
真
実
で
あ
っ
た
と
云
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
り
う
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
常
識
的
に
考
え
て
、
古
代
の
よ
う
に
交
通
が
不
便
で
、
情
報

の
伝
達
さ
れ
る
範
囲
の
限
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、
一
介
の
私
人
に
す
ぎ
な
い
遠

江
国
の
物
部
古
麻
呂
の
こ
と
が
肥
前
国
ま
で
達
す
る
は
ず
も
な
く
、
肥
前
国
か

ら
発
せ
ら
れ
た
古
麻
呂
の
こ
と
に
関
す
る
報
告
が
真
実
で
あ
り
う
る
は
ず
が
な

い
と
い
う
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
両
国
の
間
に
人
の
交
通
が
あ
り
、

情
報
の
伝
達
が
可
能
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
両
国
の
間
を
往
復
し
た
防
人
に
注
目
す

る
な
ら
ば
、
殊
更
に
火
君
氏
の
古
麻
呂
に
関
す
る
報
告
が
真
実
で
は
あ
り
え
な

い
と
主
張
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
肥
前
国
の
人
々
と
遠
江
国
の
人
々
の
交
流
す
る
機
会
は
、
古
麻
呂
の
務
め
て

い
た
白
米
の
綱
丁
の
よ
う
に
、
都
へ
の
租
・
調
の
輸
送
、
蓬
役
な
ど
の
際
が
考

え
ら
れ
よ
う
が
、
西
海
道
諸
国
は
大
宰
府
の
管
轄
下
に
あ
り
、
調
庸
を
は
じ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

租
も
大
宰
府
に
納
付
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
可
能
性
は
少
い
で
あ
ろ

う
。
火
君
氏
の
解
状
が
、
防
人
と
関
係
の
深
い
肥
前
国
松
浦
郡
か
ら
上
申
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
物
部
古
麻
呂
の
こ
と
を
火
君
氏
が
知
り
え
た
の
は

や
は
り
防
人
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
次
に
、
火
君
氏
を
探

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
事
情
を
明
か
に
し
て
み
よ
う
。
彼
に
つ
い
て
は
、
ほ

と
ん
ど
不
明
で
あ
る
が
、
い
ま
必
要
な
こ
と
は
、
周
辺
を
も
探
る
こ
と
で
、
あ

る
程
度
推
測
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
う
。



　
火
君
は
、
神
八
井
耳
命
を
祖
と
し
（
神
武
記
）
、
直
接
の
祖
は
、
朝
廷
か
ら

肥
後
国
の
土
蜘
蛛
を
伐
ち
に
遣
わ
さ
れ
た
健
緒
組
で
あ
る
と
す
る
（
肥
前
国
風

土
記
）
が
、
も
と
も
と
肥
前
肥
後
に
土
着
し
て
い
て
、
筑
前
筑
後
に
ま
で
勢
力

を
張
っ
た
地
方
豪
族
で
あ
っ
た
。
大
和
の
肥
直
は
（
新
撲
姓
氏
録
大
和
皇
別
）
、

九
州
か
ら
移
っ
た
者
で
あ
ろ
う
。
君
姓
は
地
方
豪
族
で
半
独
立
的
な
勢
力
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

つ
者
に
与
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
、
火
君
も
、
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。
『
肥
前
国
風

土
記
』
の
冒
頭
の
肥
国
の
国
名
起
源
伝
承
は
、
そ
の
ま
ま
火
君
の
氏
族
名
起
源

伝
承
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
奈
良
朝
初
期
の
肥
前
国
に
お
け
る
火
君
の
勢

力
の
大
き
さ
は
十
分
伺
え
る
。
奈
良
朝
末
に
至
れ
ば
、
当
然
変
化
は
あ
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
が
、
一
族
は
各
地
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
カ
は
確
保
し
て
い

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
縁
に
登
場
す
る
、
松
浦
郡
の
火
君
氏
も
、
当
然
こ
の
流

れ
を
汲
む
者
の
一
人
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。

　
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
本
縁
を
見
る
と
、
火
君
氏
が
地
獄
か
ら
生
還

す
る
と
す
ぐ
、
そ
の
見
聞
を
解
状
に
し
て
大
宰
府
に
送
っ
て
い
る
こ
と
が
目
に

付
く
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
立
場
を
明
か
に
す
る
手
掛
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
が
容
易
に
解
状
の
作
成
を
思
い
っ
き
、
上
申
し
得
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
相
応
の
地
位
や
知
識
を
持
っ
て
い
た
か
ら
と
云
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

彼
は
文
字
を
知
り
、
文
を
書
き
得
た
だ
け
で
な
く
、
解
状
に
関
す
る
公
式
令
を

も
知
っ
て
い
た
と
云
っ
て
よ
い
。
彼
は
お
そ
ら
く
、
松
浦
郡
に
勢
力
を
持
っ
火

君
の
一
人
で
、
地
方
官
僚
機
構
に
属
す
る
か
、
そ
の
経
験
を
持
っ
て
い
た
か
で

　
　
　
　
　
　
説
語
と
事
実

あ
ろ
う
。
碓
一
皿
異
記
に
解
状
の
こ
と
が
で
て
く
る
説
話
は
他
に
三
話
（
中
１
・
下

２
６
，
３
７
）
あ
る
が
、
そ
の
送
付
者
を
、
国
司
、
郡
司
と
明
記
し
て
い
る
の
は
下

巻
第
二
六
縁
の
み
で
あ
り
、
他
の
解
状
の
送
付
者
の
階
層
は
は
っ
き
り
し
な
い

が
、
常
識
的
に
考
え
て
以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
云
え
る
と
思
う
。
解
状
を
容
易

に
送
り
え
て
い
る
こ
と
は
ま
た
、
彼
が
松
浦
郡
で
も
郡
家
近
在
の
者
で
あ
っ
た

こ
と
を
も
推
測
さ
せ
る
も
の
で
、
そ
う
す
れ
ば
防
人
集
団
と
接
触
す
る
機
会
を

持
ち
え
て
い
た
と
云
う
こ
と
は
考
え
得
る
の
で
あ
る
。

　
大
化
改
新
の
詔
の
防
人
の
記
事
は
任
地
に
触
れ
て
い
な
い
が
、
天
智
紀
三
年

の
紀
事
は
「
是
歳
、
対
馬
嶋
、
壱
岐
鳴
、
筑
紫
国
等
に
、
防
と
蜂
と
を
置
く
。
」

と
明
記
す
る
。
こ
こ
に
は
肥
前
国
の
名
は
見
え
て
い
な
い
が
、
記
紀
の
神
功
皇

后
の
朝
鮮
出
兵
は
こ
の
地
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
、
『
風
土
記
』

の
比
嶺
振
山
伝
説
も
、
欽
明
朝
に
お
け
る
、
こ
の
地
か
ら
の
朝
鮮
出
兵
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
お
り
、
地
理
的
に
み
て
も
、
こ
の
地
は
朝
鮮
半
鳥
と
の
交
渉
、
海

辺
防
備
の
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
ら
、
こ
の
「
等
」
の
中
に
肥
前

国
が
含
ま
れ
、
松
浦
郡
に
防
人
が
置
か
れ
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
同
時
に
、
こ
の
地
に
は
水
軍
を
中
心
と
す
る
在
地
軍
も
形
成
さ
れ
て
い
た
と

見
ら
れ
る
。
欽
明
紀
十
七
年
に
百
済
王
子
恵
を
送
る
に
あ
た
っ
て
、
筑
紫
国
の

舟
師
の
ほ
か
に
、
筑
紫
火
君
が
勇
士
一
千
を
率
い
て
守
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ

の
地
に
お
け
る
火
君
水
軍
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
伝
統
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
の
時
代
に
も
残
っ
て
い
た
は
ず
で
、
有
力
在
地
豪
族
の
一
人
で
あ
っ
た
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
　
説
語
と
事
実

え
ら
れ
る
火
君
氏
も
こ
の
水
車
の
有
力
成
員
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
防
入
は
軍
団
単
位
で
自
給
自
足
の
生
活
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
在
地

軍
の
有
カ
成
員
の
者
や
、
こ
の
地
の
官
僚
た
ち
は
、
彼
ら
と
の
接
触
の
機
会
は

持
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
防
人
の
対
馬
、
壱
岐
へ
の
海
上
輸
送
に
は
、
勿
論

大
宰
府
管
下
の
水
軍
が
あ
た
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
在
地
水
軍
も
こ
れ
を
補
助
し

て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
機
会
は
更
に
増
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
松
浦
郡
の
郡
司
層
の
者
が
防
人
と
接
触
す
る
機
会
を
持
ち
得
た
■

と
す
れ
ば
、
在
地
側
の
火
君
氏
が
、
防
人
の
う
ち
に
い
た
遠
江
国
の
軍
団
か

ら
、
物
部
古
麻
呂
に
ま
つ
わ
る
話
を
聞
く
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
火
君
が

聞
い
た
も
の
が
、
単
な
る
ゴ
シ
ッ
プ
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
か
、
一
度
は

物
部
古
麻
呂
と
直
接
知
り
合
い
、
自
ら
求
め
た
彼
の
消
息
で
あ
っ
た
も
の
か
、

そ
の
事
情
は
明
か
で
な
い
。
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
、
防
人
は
国
単
位
で
軍

団
を
形
成
し
て
い
た
と
云
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
軍
団
内
に
故
郷
で
の
経
験
談
や

人
物
の
ゴ
シ
ッ
プ
が
語
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
繰
返
し
語
ら
れ
て
説
話
的

な
真
実
性
を
獲
得
し
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
火
君
の
耳
に
達
し
た
物
部

古
麻
呂
の
悪
行
講
も
そ
の
一
で
あ
っ
た
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、

彼
を
よ
く
思
わ
な
い
者
た
ち
に
よ
っ
て
説
話
化
さ
れ
、
既
に
そ
の
段
階
で
地
獄

に
落
ち
た
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
も
の
が
、
火

君
氏
の
体
験
談
と
な
り
、
彼
の
解
状
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
物
部
古
麻
呂
が
防
人
に
出
た
と
き
火
君
氏
知
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り
合
い
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
本
縁
に
「
遠
江

国
榛
原
郡
人
物
部
古
麻
呂
」
と
あ
る
「
榛
原
郡
」
が
、
霊
異
記
の
当
面
の
受
容

者
で
あ
る
旧
都
の
人
々
に
と
っ
て
な
じ
み
の
あ
る
地
名
を
配
す
る
と
い
う
意
図

に
基
く
改
変
で
あ
り
、
実
は
「
長
下
郡
」
で
あ
っ
た
と
云
い
う
る
な
ら
ば
、
こ

の
物
部
古
麻
呂
は
実
在
の
防
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
可
能
性
は
強
ま

る
。
遠
江
国
防
人
「
長
下
郡
物
部
古
麻
呂
」
の
名
が
見
え
る
の
は
、
万
葉
集
巻

　
　
　
＠

廿
で
あ
る
。
物
部
古
麻
呂
の
名
は
、
平
凡
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
偶
然
に
記
録

に
残
さ
れ
た
二
っ
の
名
を
も
と
に
、
所
属
国
が
同
じ
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、

所
属
郡
が
異
る
の
を
無
視
し
て
、
安
易
に
同
一
人
物
で
あ
る
と
云
う
の
は
危
険

で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
は
同
時
代
の
人
物
で
あ
り
、
本
縁
で
は
郡
名
改
変
の

可
能
性
も
あ
る
か
ら
、
同
一
人
物
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
云

え
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
「
火
君
氏
が
物
部
古
麻
呂
と
知
り
合
い
、

の
ち
に
彼
の
消
息
を
求
め
た
事
情
は
次
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
よ
う
。

　
防
人
の
筑
紫
へ
の
派
遣
に
は
子
余
曲
折
が
あ
る
が
、
当
面
か
か
わ
り
の
あ
る

天
平
九
年
か
ら
の
経
過
を
見
る
と
、
天
平
九
年
九
月
、
東
国
の
防
人
は
廃
止
さ

れ
る
。
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
た
の
か
、
天
平
勝
宝
七
年
二
月
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

復
活
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
こ
の
年
の
防
人
の
任
期
の
切
れ
る
天
平
宝
字
元

年
八
月
に
再
び
停
止
さ
れ
、
天
平
神
護
二
年
ま
で
の
十
年
問
は
中
絶
す
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
の
四
月
に
大
宰
府
の
要
請
が
容
れ
ら
れ
、
東
国
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
防
人
は
一
部
復
活
さ
れ
て
延
暦
年
問
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。



　
遠
江
国
長
下
郡
の
物
部
古
麻
呂
が
筑
紫
へ
防
人
と
し
て
下
っ
た
の
は
天
平
勝

宝
七
年
で
あ
り
、
こ
の
時
既
に
結
婚
し
て
家
に
妻
を
残
し
て
任
務
に
従
っ
て
い

る
の
で
、
常
識
的
に
考
え
る
と
天
平
宝
字
元
年
に
は
帰
郷
し
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
ま
た
、
肥
前
国
松
浦
郡
の
火
君
氏
が
解
状
を
出
し
た
の
は
、
延
暦
十
四
年

を
二
十
年
ほ
ど
湖
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
宝
亀
六
年
の
頃
で
あ
る
。

宝
亀
六
年
は
、
物
部
古
麻
呂
の
防
人
の
任
期
が
切
れ
た
天
平
宝
字
元
年
か
ら
十

九
年
目
に
あ
た
り
、
天
平
神
護
二
年
に
一
部
復
活
し
た
東
国
の
防
人
が
四
度
目

の
任
務
に
就
い
た
翌
年
で
あ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
、
正
確
に
は
火
君
氏
の
解
状
の

出
さ
れ
た
の
が
宝
亀
六
年
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
）

　
松
浦
郡
の
在
地
豪
族
火
君
氏
は
、
天
平
勝
宝
七
年
に
防
人
と
し
て
筑
紫
へ
下

っ
て
来
た
物
部
古
麻
呂
と
何
か
の
機
縁
で
知
り
合
う
が
、
彼
が
任
期
を
終
え
て

帰
国
し
た
あ
と
は
、
防
人
が
中
絶
さ
れ
た
た
め
音
信
不
通
に
な
っ
て
し
ま
う
。

十
年
後
の
天
平
神
護
二
年
に
再
び
東
国
の
防
人
が
来
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後

四
度
の
防
人
の
交
替
の
間
に
は
遠
江
国
の
防
人
が
松
浦
郡
で
の
任
務
に
就
く
こ

と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
に
、
物
部
古
麻
呂
の
消
息
に
通
じ
た

者
を
探
し
あ
て
、
そ
の
近
況
を
聞
く
と
、
彼
は
白
米
の
綱
丁
を
務
め
、
し
か
も

そ
の
立
場
を
利
用
し
て
収
奪
を
行
い
悪
い
評
判
を
取
っ
た
だ
け
で
な
く
、
既
に

死
ん
だ
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
火
君
氏
は
そ
の
こ
と
を
当
時
行
わ
れ

て
い
た
地
獄
訪
問
課
に
結
び
っ
け
、
自
ら
地
獄
を
訪
ね
、
そ
こ
で
白
米
の
綱
丁

と
し
て
悪
事
を
働
い
た
報
に
苦
業
を
受
け
て
、
法
華
経
書
写
に
よ
る
救
済
を
求

　
　
　
　
　
　
説
語
と
事
実

め
て
い
た
、
遠
江
国
の
物
部
古
麻
呂
に
会
っ
た
と
い
う
体
験
談
を
形
成
し
、
解

状
と
し
て
大
宰
府
に
送
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
朝
廷
に
転
送
さ
れ
、
一

度
は
無
視
さ
れ
る
が
、
二
十
年
を
経
て
、
『
続
日
本
記
』
撰
輯
の
際
に
菅
野
真

道
に
発
見
さ
れ
、
桓
武
天
皇
の
耳
に
達
し
て
、
天
皇
が
物
部
古
麻
呂
の
た
め
に

法
要
を
営
ま
れ
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
は
、
単
な
る
推
測
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
火
君
氏
の
解
状
に

記
さ
れ
た
物
部
古
麻
呂
の
事
跡
が
正
確
で
あ
り
え
た
の
は
、
遠
江
国
の
防
人
が

関
与
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
本
縁
に
は
防
人
は
登
場
し
な
い
が
防
人
に
か
か
わ
る
話
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

霊
異
記
に
は
防
人
に
関
係
し
た
話
が
、
中
巻
第
三
縁
と
と
も
に
、
二
話
あ
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
も
、
二
話
と
も
悪
報
謂
と
な
っ
て
い
る
。
霊
異
記
に
は
善
報

課
も
多
い
か
ら
、
こ
れ
は
偶
然
の
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
説
話

が
、
人
問
の
悪
行
に
も
積
極
的
に
目
を
向
け
、
そ
れ
を
具
体
的
に
え
ぐ
り
出
す

も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
り
え
た
の
で
あ
る
。
行
為
そ
の
も
の
の
具
体
的

な
叙
述
と
云
う
こ
と
で
は
、
本
縁
の
ば
あ
い
、
不
十
分
な
も
の
で
は
あ
る
が
、

非
常
時
に
お
け
る
清
例
な
自
己
表
白
の
結
晶
で
あ
る
万
葉
集
防
人
歌
が
形
成
し

た
防
人
の
世
界
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
世
界
を
、

中
巻
第
三
縁
と
と
も
に
か
す
か
な
が
ら
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
話
を
収
録
す
る
と
こ
ろ
に
、
霊
異
記
の
一
っ

の
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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説
語
と
事
実

　
と
こ
ろ
で
、
火
君
氏
が
、
地
獄
訪
問
の
解
状
を
作
成
し
、
大
宰
府
へ
送
っ
た

こ
と
の
意
図
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
点
も
十
分
明
ら
か
に
は
な
し
得
な

い
が
、
彼
は
は
や
く
仏
教
信
者
と
な
り
、
仏
教
的
倫
理
観
か
ら
、
地
位
を
利
用

し
て
行
わ
れ
る
悪
辣
な
収
奪
を
快
く
思
わ
ず
、
そ
れ
を
放
置
す
る
大
宰
府
、
朝

廷
を
誠
諌
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
は

な
い
が
、
遠
江
国
の
男
の
こ
と
を
取
り
あ
げ
た
と
こ
ろ
に
は
、
奇
表
を
語
っ
て

大
宰
府
、
朝
廷
の
注
目
を
引
こ
う
と
す
る
、
田
舎
豪
族
の
自
己
顕
示
欲
が
働
い

て
い
た
と
い
う
の
が
当
を
得
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
、
下
巻
第
舟
五
縁
は
、
防
人
に
よ
る
伝
承
（
情
報
の
伝
達
）
が
も
と
に

な
っ
た
説
話
で
あ
り
、
こ
こ
に
展
開
さ
れ
た
出
来
事
は
、
火
君
氏
の
地
獄
訪
問

を
除
い
て
は
（
夢
幻
の
中
に
お
け
る
こ
と
と
す
れ
ば
考
慮
の
余
地
は
あ
ろ
う

が
）
、
現
実
に
起
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
菅
野
真
道
と
火
君
氏
の
周

辺
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
述
べ
た
。
な
お
多
く
の
問
題
は
あ
る
が
、
本
縁
は
こ

う
し
た
事
実
に
基
い
て
形
成
さ
れ
た
説
話
で
あ
る
と
考
え
る
。

因

　
本
稿
で
は
、
「
説
話
」
の
語
を
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
り
は
狭
い
範
囲

に
限
定
し
て
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
世
問
話
の
う
ち
伝
承
に
堪
え
る
構
造

と
表
現
を
獲
得
し
た
も
の
を
説
話
と
云
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
説
話
は
世
問

話
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
形
式
的
に
は
一
定
の
語
り
口
調
を
持
た
ず
、
内
容
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四

的
に
は
現
実
の
次
元
で
の
異
常
な
出
来
事
、
聞
く
に
足
る
珍
し
い
出
来
事
を
扱

～
一
機
能
的
に
は
人
々
の
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
（
但
し
、
仏
教
説
話
で
は
、

人
々
を
信
仰
に
導
い
た
り
、
悪
行
を
と
ど
め
、
善
行
を
勧
め
よ
う
と
い
う
目
的

を
持
っ
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
す
る
機
能
を
持
っ
）
も
の
と
云
う
こ
と
に
な
る
。

世
間
話
は
現
実
世
界
に
お
け
る
事
件
を
と
ら
え
て
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
報
道

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
機
能
を
持
っ
か
ら
、
説
話
も
そ
の
性
格
を
う
け
っ
い
で
い
る
。
そ
れ
は
、
当

然
共
時
的
伝
承
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
説
話
は
構
造
と
表
現
に
お
い
て
世
間

話
の
域
を
抜
け
出
て
お
り
、
通
時
的
な
伝
承
も
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
る

と
、
内
容
の
神
秘
性
や
通
時
的
な
伝
承
と
云
う
面
か
ら
は
、
神
話
や
伝
説
と
の

区
別
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
現
に
、
霊
異
記
に
は

雄
略
天
皇
の
時
代
以
来
の
、
元
来
、
神
話
、
氏
族
伝
承
、
伝
説
で
あ
っ
た
説
話
も

収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
霊
異
記
を
（
仏
教
）
説
話
集
と

規
定
し
て
、
所
収
説
話
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
相
応
の
説
話
に
対
す
る
概
念
規

定
を
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
説
話
に
即
さ
な
い
た
め
、
抽
象
的

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
一
応
伝
説
・
神
話
と
説
話
の
区
別
に
つ
い
て
述
べ

て
お
き
た
い
。

　
伝
説
は
、
説
話
と
同
じ
く
一
定
の
語
り
口
調
を
持
た
な
い
が
、
現
存
す
る
物

や
土
地
に
か
か
わ
っ
て
伝
承
さ
れ
、
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
、
物
と
の
か
か
わ

り
に
大
き
な
比
重
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
物
や
土
地
に
か
か
わ
る

地
域
集
団
に
よ
っ
て
信
じ
ら
れ
伝
承
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
説
話
で
は
物
や



土
地
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
や
興
味
あ
る
事
件
そ
の
も
の
、
っ
ま
り
事
柄
に
よ
り

大
き
な
比
重
が
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
物
に
直
接
か
か
わ
る
地
域
を
超
え

て
、
地
域
に
無
縁
の
人
々
に
よ
っ
て
も
信
じ
ら
れ
伝
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
霊

異
記
に
も
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
仏
像
霊
異
講
や
縁
起
課
な
ど
は
、
本
来
伝
説

と
写
ぷ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
形
成
さ
れ
た
地
域
を
離
れ
、
ゆ
か
り
の

無
い
人
々
に
向
っ
て
語
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
意
図
し
て
こ

こ
に
収
め
ら
れ
た
と
き
、
説
話
に
転
化
し
た
と
云
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

霊
異
記
に
、
そ
の
形
成
さ
れ
た
土
地
を
離
れ
た
多
く
の
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い

る
の
も
、
説
話
は
土
地
や
人
物
を
明
記
し
よ
う
と
す
る
に
し
て
も
、
本
来
、
そ

れ
ら
に
ま
っ
わ
る
霊
異
そ
の
も
の
に
関
心
の
重
点
が
あ
り
、
現
に
あ
る
土
地
や

物
と
の
結
合
を
不
可
分
の
も
の
と
は
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
神
話
と
の
対
比
で
云
う
な
ら
ぱ
、
神
話
は
本
来
一
定
の
語
り
口
調
を
持
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
、
神
秘
的
活
動
や
霊
異
を
示
す
神
々
に
っ
い
て
語
ら
れ
る
。

そ
れ
は
神
を
祭
る
氏
族
集
団
や
地
域
集
団
の
内
部
に
お
い
て
侯
承
さ
れ
、
そ
こ

で
は
、
そ
の
伝
承
は
共
同
体
成
員
個
々
の
意
識
と
は
無
関
係
に
、
共
同
体
の
意

志
で
も
っ
て
信
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
語
る
こ
と
は
共
同

体
の
紐
帯
関
係
を
維
持
強
化
す
る
と
い
う
現
実
的
な
目
的
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
説
話
に
お
い
て
は
、
神
々
が
登
場
し
て
も
、
単
に
素
材

と
し
て
扱
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
氏
族
や
地
域
と
は
無
関
係
に
話
さ

れ
、
信
不
信
は
個
人
の
意
識
に
か
か
わ
り
、
伝
承
も
話
の
内
容
に
対
す
る
興
味

　
　
　
　
　
　
説
語
と
事
実

に
よ
っ
て
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
奈
良
時
代
末
期
は
氏
族
共
同
体
の
崩
壊
し
た
時
代
で
あ
り
、
霊
異
記
に
収
録

さ
れ
た
神
話
は
、
伝
承
の
場
と
機
能
を
失
い
、
神
々
と
は
無
縁
の
者
に
よ
っ

て
、
奇
異
性
故
に
伝
承
さ
れ
る
説
話
と
な
っ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

・
つ
。

　
説
話
は
氏
族
共
同
体
や
地
域
共
同
体
の
制
約
を
受
け
な
い
人
々
に
よ
っ
て
伝

承
さ
れ
る
。
そ
れ
が
集
団
の
場
で
話
さ
れ
、
信
じ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
氏
族
共

同
体
の
よ
う
な
、
一
種
の
運
命
共
同
体
と
云
っ
た
場
で
は
な
く
、
仏
教
信
者
の

集
団
の
よ
う
な
任
意
集
団
で
あ
る
か
ら
、
集
団
成
員
各
個
の
意
識
に
よ
っ
て
信

じ
ら
れ
る
ば
あ
い
と
本
質
的
に
は
変
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
説
話
は
聞
く
者
に
信

じ
る
こ
と
を
強
要
し
な
い
。
不
信
の
者
の
存
在
を
も
許
す
の
で
あ
る
。
そ
の
代

り
、
如
何
に
奇
異
、
不
可
思
議
な
出
来
事
で
あ
ろ
う
と
信
じ
る
者
に
は
事
実
と

し
て
受
容
さ
れ
、
伝
承
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
説
話
の
獲
得
し
た
事
実
性
と

か
か
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
　
「
説
話
は
個
人
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の
意
識
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
現
実
的
な
驚
き
の
文
学
」
で
あ
る
と
云
う
こ
と

は
、
説
話
の
基
本
的
な
性
格
と
し
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
本
縁
は
、
説
話
と
し
て
の
発
展
過
程
の
結
節
点
に
そ
う
し
た
個
人
の
説
話
を

と
ら
え
る
意
識
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
説
話
で
あ

る
と
云
え
る
。
発
展
の
過
程
は
、
先
に
見
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

一
つ
の
話
が
他
の
話
を
吸
収
し
て
発
展
す
る
（
外
来
説
話
の
受
容
に
は
多
く
例
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説
語
と
事
実

が
見
ら
れ
る
）
だ
け
で
な
く
、
説
話
が
事
実
そ
の
も
の
と
し
て
報
告
さ
れ
、
更

に
は
そ
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
て
、
別
の
出
来
事
を
誘
発
し
、
新
た
な
説
話
を
形

成
す
る
と
云
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
展
の
仕
方
は
、
説
話
を
事
実
と

し
て
受
容
す
る
個
人
の
存
在
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
こ
と
は
、
逆
に
本
縁
が
順
次
前
の
説
話
を
吸
収
す
る
こ
と
で
、
量
的
に
成

長
は
し
て
も
、
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
発
展
を
遂
げ
な
い
と
云
う
結
果
を
も
も
た

ら
し
て
い
る
。
説
話
の
発
展
は
、
聴
衆
の
反
応
に
対
応
し
て
構
造
と
表
現
を
豊

か
に
す
る
の
が
一
般
的
な
姿
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
本
縁
の
ば
あ
い
む
し
ろ
特
異

な
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
説
話
が
本
来
、
報
道
の
機
能
を
持
ち
、
個
人
の
意
識

に
働
き
か
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
実
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
も
の
と
す
れ

ぱ
、
こ
の
発
展
過
程
は
、
そ
の
本
来
の
性
格
と
よ
く
対
応
し
た
例
と
云
え
る
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
舞
台
は
、
肥
前
国
、
平
安
京
、
遠
江
国
、
平
城
京
と

広
範
囲
に
わ
た
り
、
物
部
古
麻
呂
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
、
平
城
京
に
お
い

て
最
終
的
な
説
話
の
成
立
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
云
わ
ば
、
本
縁
は
説
話
の

受
容
と
発
展
の
原
型
的
な
姿
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
説
話
と
云
え
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
縁
が
少
数
の
者
の
手
に
よ
っ
て
し
か
発
展
さ
せ
ら
れ
ず
、

最
終
的
に
定
着
す
る
設
階
に
お
い
て
も
、
ひ
と
り
景
戒
の
手
に
よ
っ
て
纏
め
あ

げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
然
本
縁
の
表
現
や
構
成
の
質
に
か
か
わ

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
景
戒
は
、
本
縁
を
扱
う
ま
で
に
多
く
の
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説
話
を
記
録
し
て
来
て
お
り
、
ま
た
、
自
ら
聴
衆
を
前
に
説
話
を
話
し
た
経
験

も
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
本
縁
を
纏
め
る
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
う

し
た
間
に
養
わ
れ
た
力
に
よ
っ
て
、
読
み
、
聞
く
人
々
の
関
心
を
引
く
事
項
や

表
現
を
選
ん
で
い
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
は
し
よ
う
。
現
に
、
そ
の
よ
う
な
工
夫

の
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
菅
野
真
道
な
ど
に
っ
い
て
見
て
来
た
と
こ
ろ
で
も
あ

る
。
あ
る
い
は
、
「
（
法
華
）
経
の
六
万
九
千
三
百
八
十
四
文
字
に
宛
て
て
知
識

を
勧
率
し
、
皇
太
子
、
大
臣
、
百
官
を
あ
げ
て
、
皆
悉
に
其
の
知
識
に
加
へ
入

る
。
」
と
云
う
部
分
の
よ
う
に
、
景
戒
の
誇
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
も
見

ら
れ
る
。
誇
張
は
説
話
が
迫
真
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ

り
一
そ
の
豊
か
な
表
現
を
可
能
に
し
、
文
学
的
質
を
高
め
る
も
の
で
も
あ
る
。

こ
こ
に
引
い
た
例
も
、
や
は
り
単
な
る
事
実
か
ら
飛
躍
し
、
説
話
的
迫
真
性
を

獲
得
せ
し
め
よ
う
と
い
う
景
戒
の
狙
い
に
よ
る
も
の
と
云
え
よ
う
が
、
そ
れ
は

一
部
に
と
ど
ま
り
、
全
体
の
質
を
高
め
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
し
、
こ
の
部

分
と
て
、
決
し
て
文
学
的
評
伍
に
堪
え
る
も
の
と
は
云
い
得
な
い
の
で
あ
る
。

勿
論
、
本
縁
に
そ
う
し
た
部
分
が
全
く
無
い
と
云
う
の
で
は
な
い
。
火
君
氏
の

解
状
の
「
還
る
時
に
見
れ
ば
、
大
海
の
中
に
、
釜
の
如
き
地
獄
有
り
。
其
の
中

に
黒
き
檸
の
如
き
物
有
り
て
、
涌
き
返
り
沈
み
、
浮
き
出
で
、
火
君
に
告
げ
て

言
は
く
『
待
て
、
物
白
さ
む
』
と
い
ひ
て
、
即
ち
亦
涌
き
返
り
沈
み
入
り
、
復

た
び
浮
き
て
言
は
く
、
『
待
て
、
物
白
さ
む
』
と
い
ふ
。
是
く
の
如
き
こ
と
三

遍
、
四
つ
の
遍
に
言
は
く
、
」
と
云
う
部
分
の
よ
う
に
、
常
套
的
で
は
あ
る
が



そ
れ
な
り
に
優
れ
た
表
現
も
合
ん
で
は
い
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
み
る
と

き
、
事
件
の
展
開
に
沿
っ
た
構
成
は
単
純
で
あ
り
、
表
現
も
貧
し
い
と
云
わ
ざ

る
を
得
ず
、
事
件
の
報
告
の
域
か
ら
何
ほ
ど
も
で
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
れ
は
確
に
、
景
戒
の
力
量
の
問
題
で
は
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ

は
、
説
話
が
多
く
の
人
々
の
反
応
を
糧
と
し
て
育
っ
て
来
る
も
の
で
あ
る
の

に
、
本
縁
は
法
会
に
臨
ん
だ
景
戒
一
人
の
手
で
纏
め
ら
れ
、
多
く
の
聴
衆
の
反

応
や
伝
承
者
に
よ
る
肉
付
の
過
程
を
経
な
か
っ
た
と
云
う
こ
と
と
も
関
係
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
縁
は
、
比
較
的
長
い
話
で
あ
る
か
ら
、
話
の
骨
組
だ
け

が
示
さ
れ
、
肉
付
は
説
教
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、

基
本
的
に
は
そ
の
よ
う
に
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
本
縁
は
、
既
に
九
話
収
録
さ
れ
て
い
る
地
獄
訪
問
潭
の
一
っ
に
し
か
す
ぎ

ず
、
そ
れ
ら
の
中
に
お
い
て
も
、
決
し
て
す
ぐ
れ
た
説
話
と
は
云
え
な
い
が
、
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霊
異
記
の
原
撰
時
に
お
い
て
下
巻
末
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
景

戒
に
は
か
な
り
重
視
さ
れ
て
い
た
と
云
い
得
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
、

地
獄
に
お
け
る
善
悪
の
報
が
、
現
世
に
お
け
る
善
悪
の
行
為
と
因
果
関
係
に
あ

る
こ
と
を
説
い
て
、
善
行
を
勧
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
縁
は
そ
れ

ら
の
中
に
あ
っ
て
一
定
の
役
割
を
担
わ
せ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。

　
日
本
人
は
死
後
の
世
界
と
し
て
黄
泉
の
国
を
考
え
、
そ
こ
が
往
来
も
可
能

な
所
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
た
（
黄
泉
帰
り
）
が
、
そ
の
国
は
善
悪
の
価
値
観

と
は
無
縁
の
存
在
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
生
起
す
る
事
柄
の
現
世
と
の
必
然
的

　
　
　
　
　
　
説
語
と
事
実

因
果
関
係
の
存
在
な
ど
は
全
く
想
像
も
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
信
仰
は
な
か
な
か
変
化
し
難
い
性
格
を
も
つ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
黄
泉
の

国
を
信
じ
る
者
に
と
っ
て
、
仏
教
者
の
説
く
、
現
世
と
因
果
律
で
結
ば
れ
た
恐

し
い
地
獄
の
存
在
は
荒
唐
無
稽
の
も
の
で
あ
り
、
容
易
に
信
じ
難
い
も
の
で
あ
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っ
た
に
ち
が
い
な
く
、
霊
異
記
に
も
度
々
登
場
す
る
、
因
果
を
信
け
ざ
る
徒
と

し
て
非
難
さ
れ
る
者
は
、
平
安
時
代
の
初
期
に
お
い
て
も
ま
だ
多
く
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
彼
ら
が
、
非
合
理
的
な
世
界
観
や
信
仰
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確

か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
日
常
生
活
に
お
い
て
は
、
現
代
と
は
同
質
で
な
い
と
し

て
も
、
そ
れ
な
り
に
合
理
的
な
思
惟
を
働
か
せ
て
い
た
こ
と
も
確
か
な
こ
と
で

あ
ろ
う
。
説
話
は
現
実
の
日
常
世
界
に
生
起
す
る
驚
く
べ
き
こ
と
を
と
ら
え
て

伝
承
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
の
合
理
的
思
惟
を
説
得
し
う
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
仏
教
説
話
は
、
仏
教
と
い
う
信
仰
に
か

か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
一
概
に
そ
の
よ
う
に
言
い
切
れ
な
い
に
し
て
も
、
ま
だ

仏
教
が
湊
透
し
き
っ
て
い
な
い
な
か
で
、
不
信
者
を
相
手
に
仏
教
信
仰
に
導
く

こ
と
を
狙
っ
て
説
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な
点
に
配
慮
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
地
獄
訪
問
説
話
は
、
地
獄

と
現
世
を
結
ぷ
因
果
律
の
存
在
を
、
黄
泉
帰
り
と
い
う
こ
と
を
テ
コ
に
し
て
説

い
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
、
蘇
生
者
の
一
方
的
証
言
、
す
な
わ
ち
、
実
際

に
は
全
く
実
証
の
仕
様
の
な
い
こ
と
と
し
て
し
か
説
き
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
に
お
い
て
、
本
縁
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
蘇
生
者
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説
語
と
事
実

で
あ
る
火
君
氏
の
証
言
が
、
天
皇
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
地
獄

と
現
世
を
結
ぷ
因
果
律
の
存
在
が
天
皇
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
地
獄
で
苦
を
受

け
て
い
た
物
部
古
麻
呂
の
た
め
に
供
養
の
法
会
の
営
ま
れ
た
こ
と
を
内
容
と

し
、
間
接
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
蘇
生
者
の
証
言
に
対
し
て
、
第
三
者
の
、
し
か

も
天
皇
に
よ
っ
て
事
実
と
い
う
保
証
の
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
説
き
得
て
い
る
の

で
あ
る
。
云
わ
ば
、
多
く
の
地
獄
訪
問
課
が
、
そ
れ
な
り
に
大
き
な
効
果
を
あ

げ
て
き
た
の
で
は
あ
る
が
、
聴
衆
の
恐
怖
心
に
訴
え
て
、
地
獄
の
実
在
と
、
現

世
と
地
獄
を
結
ぷ
因
果
律
の
実
在
を
説
い
て
来
た
の
に
対
し
、
本
縁
は
不
信
者

の
合
理
的
思
惟
に
訴
え
て
因
果
律
の
存
在
を
事
実
と
し
て
信
じ
さ
せ
る
力
を
持

っ
て
い
る
と
云
え
る
の
で
あ
り
、
少
く
と
も
、
景
戒
に
は
そ
の
よ
う
に
判
断
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
景
戒
は
、
本
縁
を
「
鳴
呼
な
都
る
か
な
、
古
丸
狐
が
虎
の
皮
を
借
る
勢
を
用

ゐ
て
、
非
理
に
政
を
為
し
、
悪
報
を
受
け
し
は
、
因
果
を
購
み
不
る
賎
し
き
心

の
、
太
甚
だ
し
き
な
り
。
因
果
無
き
に
非
ざ
る
な
り
。
」
と
結
ぴ
、
因
果
律
の

存
在
を
強
調
し
て
い
る
。
天
皇
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
、
地
獄
の
実
在
と
因
果

律
の
存
在
へ
の
保
証
は
、
他
の
地
獄
訪
問
課
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
因
果
律

の
存
在
を
説
く
説
話
、
ひ
い
て
は
霊
異
記
所
収
の
様
々
な
霊
異
を
説
く
説
話
の

真
実
性
の
保
証
と
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
景
戒
は
、
そ
う
し
た
意
味

で
、
本
縁
を
霊
異
記
の
下
巻
末
に
据
え
て
、
い
わ
ば
要
石
の
役
割
を
与
え
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

　
本
縁
は
事
実
課
と
し
て
の
性
格
が
非
常
に
強
い
だ
け
で
な
く
、
一
面
に
お
い

て
は
天
皇
の
権
威
に
も
依
り
か
か
っ
て
い
る
と
云
え
る
。
こ
の
よ
う
な
説
話
を

巻
末
に
据
え
、
天
皇
の
権
威
に
よ
っ
て
、
日
常
世
界
に
生
起
す
る
様
々
な
霊
異

を
説
く
所
収
話
話
を
事
実
と
し
て
印
象
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
序
文
を

は
じ
め
と
し
て
度
々
見
ら
れ
る
景
戒
の
権
威
志
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
云
え

る
が
、
一
方
で
は
、
霊
異
記
に
お
い
て
は
、
説
話
の
形
象
性
に
不
十
分
な
も
の

が
多
く
、
説
話
そ
の
も
の
の
方
法
に
頼
り
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に

も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
霊
異
記
に
は
、
上
巻
廿
三
縁
の
よ
う
に
、
人
間
の
悪
し

き
性
を
見
据
え
て
、
優
れ
た
形
象
化
を
遂
げ
、
迫
真
性
を
獲
得
し
た
説
話
を
は

じ
め
と
し
て
、
か
な
り
の
優
れ
た
説
話
は
存
在
す
る
。
ま
た
、
所
収
説
話
は
、

霊
異
記
か
ら
離
れ
て
、
単
独
の
説
話
と
し
て
説
か
れ
る
時
に
は
、
説
教
者
の
伎

個
に
よ
っ
て
、
聴
衆
の
心
に
迫
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
霊
異
記
と
い
う
書
物
に
、
文
字
に
よ
っ
て
定
着
さ
れ
た
多
く
の
説
話

は
、
本
縁
と
同
じ
く
、
表
現
や
形
象
性
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
の
迫
真
性
は
獲
得

し
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
印
象

付
け
る
た
め
に
は
、
外
的
な
権
威
に
依
り
か
か
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
か
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
に
は
、
文
献
と
し
て
の
霊
異
記
の
享
受
層
と
の
か

か
わ
り
で
、
な
お
考
慮
す
べ
き
問
題
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
本
縁
は
そ
う
し
た
外
的
権
威
に
よ
っ
て
、
因
果
律
の
実
在
を
説
き
、
そ
れ
を



霊
異
記
全
体
に
及
し
得
る
説
話
で
あ
る
と
、
す
く
な
く
と
も
景
戒
に
は
認
識
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
注

　
◎
　
池
田
亀
鑑
「
説
語
文
学
の
特
性
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
十
六
年
十

　
　
月
号
）

　
◎
　
菅
野
真
道
は
延
暦
四
年
十
一
月
以
後
、
東
宮
学
士
を
勤
め
、
七
年
六
月

　
　
か
ら
八
年
三
月
ま
で
は
図
書
助
、
十
年
正
月
ま
で
は
図
書
頭
を
兼
ね
て
も

　
　
い
る
。
（
『
続
日
本
紀
』
、
『
日
本
後
紀
』
）

　
　
　
　
『
類
聚
国
史
』
巻
百
四
十
七
、
文
部
下
、
国
史
。

＠
　
『
日
本
後
紀
』

　
◎
　
注
　
、
＠
に
同
じ
。

＠
　
　
『
帝
王
編
年
記
』
は
、
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
「
価
真
道
。
安
人
等
叙
二

　
　
二
階
一
巨
都
雄
救
二
一
階
一
。
」
と
す
る
。

○
　
延
暦
廿
四
年
の
菅
野
真
道
の
条
。

◎
　
『
日
本
後
紀
』

　
　
武
田
祐
吉
『
日
本
古
典
全
書
日
本
霊
異
記
』
頭
注
等
。

＠
　
僧
位
の
種
類
、
順
位
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
下
か

　
ら
、
入
位
、
住
位
、
満
位
と
な
る
と
こ
ろ
は
確
実
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
と
、
『
延
喜
式
』
玄
蕃
寮
の
判
授
位
記
式
に
あ
る
「
右
満
位
以

　
上
勅
授
。
入
位
以
上
僧
綱
判
授
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
伝
燈
住

　
　
　
　
　
説
語
と
事
実

　
位
は
僧
綱
判
授
と
な
る
。
　
一
方
、
『
僧
綱
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
施
暁
は
延

　
暦
十
二
年
二
月
廿
日
に
律
師
に
任
命
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
景
戒
が
伝
燈
住

　
位
を
授
か
っ
た
と
き
、
彼
は
僧
綱
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ

　
て
、
そ
の
よ
う
に
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

＠
　
『
僧
綱
補
任
』
延
暦
十
二
年
の
条
。

＠
　
　
『
類
聚
国
史
』
巻
百
八
十
七
、
仏
道
十
四
、
度
者
。

＠
　
『
延
喜
式
』
民
部
上
・
下
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
６
２
・
延
喜
式
』
五

　
六
七
頁
・
五
八
○
頁
な
ど
）
。
主
計
上
。

＠
　
北
山
茂
夫
『
日
本
歴
史
犬
辞
典
』
６
、
「
君
」
の
項
。

＠
　
　
『
令
義
解
』
公
式
令
の
中
に
は
「
九
国
有
二
大
瑞
及
軍
機
。
災
異
。
疫

　
疾
。
境
外
消
息
一
者
。
各
遣
レ
使
馳
駅
申
上
。
」
と
あ
る
「
異
」
を
解
し
て

　
「
異
者
。
怪
変
答
徴
之
類
也
。
」
と
し
て
い
る
。
地
獄
訪
間
の
こ
と
が
果

　
し
て
こ
の
類
に
入
る
か
否
か
は
間
題
で
あ
ろ
う
が
、
他
に
「
九
下
司
申

　
解
。
錐
二
元
レ
理
、
及
事
不
サ
尽
。
皆
為
二
受
取
“
云
々
」
の
一
条
が
あ
り
、

　
そ
う
し
た
事
柄
も
受
理
さ
れ
う
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
推
測
し
得
る
で

　
あ
与
う
。

＠
　
岸
俊
男
氏
は
「
防
人
考
」
（
『
万
葉
集
大
成
』
第
十
一
巻
所
収
）
に
お
い

　
て
、
こ
の
筑
紫
火
君
は
、
犬
宝
二
年
筑
前
国
嶋
郡
川
辺
里
の
戸
籍
に
み
え

　
る
大
領
肥
君
猪
手
の
祖
で
あ
ろ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
。
宝
亀
六
年
と
い
え

　
ば
、
大
宝
二
年
か
ら
も
七
十
余
年
後
で
あ
る
が
、
ま
た
川
辺
里
の
位
置
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
説
語
と
事
実

　
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
当
時
嶋
郡
は
、
鳥
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
水

　
軍
は
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
火
君
の
嶋
郡
へ
の
進
出
が
肥
前

　
国
松
浦
郡
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
得
れ
ぱ
、
や
は
り
松
浦
郡
の

　
火
君
も
水
軍
を
形
成
し
て
い
た
は
ず
で
、
そ
の
伝
統
は
存
在
し
て
い
た
と

　
云
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

＠
　
四
三
二
七
番
の
歌
の
作
者
。

＠
　
軍
防
令
に
「
凡
兵
士
上
番
者
。
向
レ
京
一
年
。
向
レ
防
三
年
。
不
レ
計
二
行

　
程
刊
」
と
あ
る
。

＠
　
　
『
続
日
本
紀
』
、
天
平
九
年
九
月
癸
巳
の
条
。
天
平
宝
字
元
年
閨
八
月

　
壬
申
の
条
。
天
平
神
護
二
年
夏
四
月
壬
辰
の
条
。
『
万
葉
集
』
巻
廿
、
四

　
三
二
一
番
歌
の
詞
書
。
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
年
八
月
戊
寅
の
条
。

ゆ
　
土
橋
寛
「
『
説
語
文
学
と
歌
藷
』
報
告
要
旨
」
（
「
説
語
文
学
研
究
」
第

　
四
号
・
昭
和
四
十
五
年
三
月
）
。

ゆ
　
柳
田
国
男
「
口
承
文
芸
史
考
」
（
柳
田
国
男
集
第
六
巻
七
〇
頁
）

ゆ
　
土
橋
寛
、
前
掲
論
文
。

ゆ
　
拙
稿
「
日
本
霊
略
記
の
原
撰
年
時
に
つ
い
て
ー
延
暦
十
六
年
以
後
原
撰

　
に
つ
い
て
ー
」
（
『
国
文
神
戸
』
第
二
号
・
昭
和
四
十
七
年
六
月
）

四
〇
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