
﹃
紫
式
部
集
﹄
第
七
十
三
番
歌
考

︱
︱
卒
塔
婆
の
目
的
か
ら
読
み
と
る
仏
の
御
顔
︱
︱

長
谷
川

彩

は
じ
め
に

﹃
紫
式
部
集
﹄
第
七
十
三
番
歌
は
式
部
が
越
前
か
ら
都
へ
の
帰
路
の
途
中
で
詠
ん
だ
歌
と
さ
れ
る
。

卒そ

塔と

婆ば

の
年
経
た
る
が
ま
ろ
び
倒
れ
つ
つ
人
に
踏
ま
る
る
を

心
あ
て
に

あ
な
か
た
じ
け
な

苔こ
け

む
せ
る

仏
の
御み

顔

そ
と
は
見
え
ね
ど(

１
)

︵
足
に
踏
ま
れ
て
い
る
石
の
中
か
ら
、
あ
て
推
量
に
こ
れ
が
卒
塔
婆
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
あ
あ
も
っ
た
い
な
い
。
苔
む
し
て
い
て
、

仏
の
お
顔
が
そ
れ
だ
と
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど(２

)

。︶

︿
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹀
の
本
歌
の
﹁
仏
の
御
顔
﹂
の
注
で
は
、﹁﹃
一
切
経
音
義
﹄
に
塔
婆
は
廟
で
、
先
祖
の
尊
貌
の
意
と
あ
る
。
卒
塔
婆
は

死
者
の
顔
を
示
す
も
の
と
の
考
え
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
歌
が
死
者
へ
の
憐
れ
み
を
示
し
た
歌
で
あ
る
と
捉
え

て
い
る
。
し
か
し
、
本
当
に
式
部
は
卒
塔
婆
を
死
者
の
顔
を
示
す
も
の
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
の
か
。
本
稿
で
は
こ
の
一
首
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
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し
く
考
察
す
る
た
め
、
①
卒
塔
婆
の
種
類
、
②
卒
塔
婆
の
目
的
、
③
仏
の
御
顔
と
は
何
を
示
す
か
、
の
三
点
に
注
目
し
、
新
解
釈
に
迫
る
。

一
、
卒
塔
婆
の
種
類

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
本
歌
の
卒
塔
婆
の
材
料
や
形
、
種
類
等
に
つ
い
て
詳
し
く
は
考
察
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
明
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
本

稿
で
は
こ
れ
ら
を
探
り
、
ま
た
こ
の
時
代
の
背
景
や
資
料
等
を
参
考
に
推
測
し
て
み
る
。

ま
ず
詞
書
き
の
﹁
ま
ろ
び
倒
れ
﹂
か
ら
卒
塔
婆
の
形
を
考
察
す
る
。﹁
ま
ろ
ぶ
﹂
は
①
こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
が
る
、
②
倒
れ
る
、
と
い
う
意
味
を
表

わ
す
が
、
②
で
取
る
と
後
ろ
の
﹁
倒
れ
﹂
と
意
味
が
重
複
し
て
し
ま
う
た
め
、
こ
こ
は
①
の
意
と
す
る
。
こ
ろ
こ
ろ
転
が
る
と
い
う
こ
と
は
、

倒
れ
た
卒
塔
婆
︵
の
一
部
︶
は
丸
み
を
帯
び
た
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
木
の
卒
塔
婆
は
板
で
で
き
て
い
る
た
め
、
丸
み
を
帯
び
て
い
る
と

は
言
い
難
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
石
の
卒
塔
婆
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、﹁
人
に
踏
ま
る
る
﹂
と
い
う
文
か
ら
、
道
に
転
が
っ
た
卒
塔
婆
は
人
に
踏
ま
れ
る
程
度
の
大
き
さ
で
あ
り
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
と

判
断
で
き
る
。

以
上
の
二
点
よ
り
、
倒
れ
て
踏
ま
れ
て
い
る
卒
塔
婆
︵
の
一
部
︶
は
、
丸
み
を
帯
び
た
小
さ
め
の
石
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
該
当
す
る
形
質
の
卒
塔
婆
の
具
体
的
な
種
類
を
推
測
す
る
。

卒
塔
婆
は
梵
語

stū
p
a
の
音
訳
で
あ
り
、
本
来
釈
迦
の
骨
と
さ
れ
る
仏
舎
利
を
安
置
す
る
施
設
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
中
国
・
韓
国

を
経
て
日
本
に
入
っ
て
き
て
、
仏
塔
と
し
て
多
様
な
形
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
平
安
時
代
後
期
に
は
既
に
様
々
な
石
塔
︵
石
の
仏
塔
︶
が
存

在
し
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
先
ほ
ど
あ
げ
た
条
件
に
合
う
も
の
と
し
て
は
五
輪
塔
が
あ
げ
ら
れ
る
。
五
輪
塔
と
は
五
つ
の
形
の
石
が
重
な
っ
た

石
塔
で
、
石
の
各
層
に
は
種
子
と
い
う
梵
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

五
輪
塔
は
普
及
率
も
高
く
、
こ
の
時
代
に
は
無
数
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
資
料
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
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・
新
谷
尚
紀
氏(３

)

﹁
五
輪
塔
は
中
世
に
作
ら
れ
た
石
塔
の
中
で
も
っ
と
も
一
般
的
で
数
の
多
い
石
塔
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
﹂

・
千
々
和
到
氏(４

)

﹁
塔
は
木
造
の
も
の
が
大
き
く
て
め
だ
つ
が
、
石
造
の
小
さ
な
塔
の
ほ
う
が
、
数
的
に
は
ず
っ
と
多
く
、
ほ
と
ん
ど
無
数
に
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
。
と
く
に
中
世
以
降
、
日
本
で
は
五
輪
塔
や
板
碑
・
宝
篋
印
塔
な
ど
が
石
で
多
数
つ
く
ら
れ
て
い
る
。﹂

千
々
和
氏
は
ま
た
五
輪
塔
が
多
い
理
由
と
し
て
、
小
塔
供
養
が
こ
の
時
代
に
盛
ん
だ
っ
た
点
や
、
本
来
密
教
の
色
が
濃
い
卒
塔
婆
だ
が
、
そ

の
他
の
宗
派
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
使
用
さ
れ
て
い
た
点
を
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
点
よ
り
、
紫
式
部
が
京
へ
の
帰
路
の
途
中
、
道
で
見
た
と
い
う
卒
塔
婆
は
、
こ
の
時
代
に
多
く
存
在
し
た
石
の
五
輪
塔
で
あ
る
と
推

測
す
る
。

二
、
卒
塔
婆
の
目
的

岩
波
古
語
辞
典(５

)

で
卒
塔
婆
を
引
い
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
記
載
し
て
あ
る
。

そ
と
ば
︻
卒
塔
婆
・
卒
都
婆
︼

①

仏
陀
の
舎
利
な
ど
を
納
め
る
塔
。

②

死
者
へ
の
供
養
と
し
て
、
墓
の
上
に
建
て
る
塔
。
方
柱
状
の
石
、
あ
る
い
は
細
長
い
板
の
上
部
に
塔
の
形
を
刻
み
だ
し
た
も
の
。
表

面
に
は
梵
字
や
経
文
が
記
さ
れ
る
。
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そ
の
ほ
か
の
辞
書
で
も
卒
塔
婆
は
供
養
・
墓
標
等
の
た
め
に
建
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
卒
塔
婆
の
目
的
は
供
養
・
墓

標
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
山
本
氏(６

)

は
本
歌
の
卒
塔
婆
を
、﹁
死
者
を
葬
っ
た
場
所
に
建
て
墓
の
標
と
す
る
も
の
﹂
と
し
、
墓
標
と
と
ら
え

て
い
る
。

し
か
し
、
水
藤
真
氏
は
﹁
石
塔
は
い
つ
も
墓
塔
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
仏
教
に
お
け
る
作
善
の
一
つ
で
あ
っ
た(

７
)

﹂
と
指
摘
し
、
卒
塔
婆
の

目
的
の
多
様
性
を
あ
げ
て
い
る(８

)

。

１
、
作
善
行
為
の
為
の
卒
塔
婆

﹃
宣
胤
卿
記
﹄︵
永
十
四
年
四
月
十
二
日
条
︶
に
よ
る
作
善
目
録
に
は
、
卒
塔
婆
の
造
立
、
仏
供
・
霊
供
、
華
香
・
灯
明
・
茶
湯
を
備
え

る
こ
と
、
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
、
阿
弥
陀
経
、
浄
土
三
部
経
を
書
写
す
る
こ
と
、
施
餓
鬼
を
行
う
こ
と
な
ど
す
べ
て
が
作
善
で
あ
る
と
さ

れ
、
卒
塔
婆
を
立
て
る
こ
と
が
作
善
行
為
に
つ
な
が
る
。

２
、
平
和
へ
の
祈
願
の
為
の
卒
塔
婆

﹃
大
日
本
史
料
﹄
に
﹁
五
月
廿
六
日
、
丁
丑
、
依
宣
旨
、
諸
司
諸
家
起
石
塔
、
依
疾
疫
也(９

)

﹂
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
正
暦
五
年
︵
九

九
四
︶
に
流
行
し
た
疫
病
の
災
い
か
ら
庶
民
を
救
う
べ
く
、
諸
司
・
諸
家
に
石
塔
造
立
が
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
こ
れ
に
よ

り
平
和
へ
の
祈
願
を
目
的
と
し
て
卒
塔
婆
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
卒
塔
婆
は
①
墓
標
、
②
作
善
行
為
、
③
平
和
へ
の
祈
願
、
な
ど
複
数
の
異
な
っ
た
使
用
目
的
が
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
本
歌
の
卒
塔
婆
が
ど
う
い
っ
た
目
的
で
た
て
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
記
述
は
な
く
、
そ
の
目
的
は
不
明
で
あ
る
。

水
藤
氏
は
ま
た
、﹁
善
根
を
為
す
こ
と
は
作
善
で
あ
り
、
そ
れ
を
重
ね
る
こ
と
は
積
善
で
あ
っ
た
。
卒
塔
婆
を
立
て
、
石
塔
を
立
て
る
こ
と
も
、

そ
う
し
た
こ
と
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
墓
に
も
石
塔
が
立
て
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
作
善
な
の
で
あ
り
、
必
ず
墓
に
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は
石
塔
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
必
要
不
可
欠
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
造
塔
は
善
根
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う

し
た
方
が
良
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
事
実
石
塔
が
墓
に
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
然
墓
以
外
に
石
塔
が
造
立
さ
れ

た
例
も
あ
る
し
、
墓
に
石
塔
が
立
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
ま
た
別
の
も
の
が
建
て
ら
れ
た
例
も
あ
る(

)

。﹂
と
も
述
べ
て
お
り
、﹁
石
塔
と
墓

10

標
﹂
の
関
係
よ
り
も
、﹁
石
塔
と
作
善
﹂
の
関
係
の
密
接
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。

こ
の
時
代
、
多
く
の
卒
塔
婆
が
前
述
の
目
的
で
造
ら
れ
た
。
し
か
し
、
仏
教
的
意
義
を
も
っ
て
建
て
ら
れ
た
卒
塔
婆
だ
が
、
建
て
ら
れ
た
後

は
あ
ま
り
手
入
れ
を
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
結
果
、
本
歌
に
見
ら
れ
る
卒
塔
婆
の
よ
う
に
、
苔
む
し
た
り
朽
ち
て
い
る
も
の
は
決
し
て

少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
証
す
る
資
料
と
し
て
、﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
一
話
を
例
に
あ
げ
る(

)

。
11

然
テ
行
ク
程
ニ
、
道
チ
辺
ニ
朽
チ
タ
ル
卒
覩
婆
ノ
喎

ゆ
が
み

タ
ル
有
リ
。
此
レ
ヲ
見
付
テ
、
手
迷

て
ま
ど
ひ

ヲ
シ
テ
丸
ビ
下
ヌ
。︵
略
︶
衣
ノ
頸
ビ
ヲ
引
キ

立
テ
、
左
右
ノ
袖
ヲ
掻
キ
合
セ
テ
、
二
重
二

屈
か
が
ま
り

テ
、
卒
·
婆
ノ
方
ヲ
ス
ガ
目
ニ
見
遣
リ
ツ
ゝ
、
御
随
人
ノ
翔

ふ
る
ま

フ
様
ニ
翔
テ
、
涙
タ
テ
、

卒
·
婆
ノ
前
ニ
至
テ
、
卒
·
婆
ニ
向
テ
手
ヲ
合
セ
テ
、
額
ヲ
土
ニ
付
テ
、
度
々
礼
拝
シ
テ
、
屈
リ
Ç
フ
事
微
妙

め
で
た

シ
。
然
シ
テ
卒
覩
婆
隠
テ

ゾ
馬
ニ
乗
ケ
ル
。
如
此
卒
·
婆
ヲ
見
ル
毎
ニ
為
レ
バ
、
一ひ

と

道み
ち

下
リ
乗
リ
為
ル
程
ニ
、
時
中
ニ
可
行

ゆ
く
べ

キ
道
ヲ
、
卯
ノ
時
ヨ
リ
申
ノ
時
ノ
下
ル

程
ニ
ゾ
、
六
条
ノ
院
ノ
宮
ニ
ヤ
着
タ
リ
ケ
ル
。

こ
れ
は
寂
心
と
い
う
慈
悲
深
い
心
を
持
つ
聖
が
、
そ
の
信
仰
深
い
心
の
せ
い
で
極
端
な
行
為
を
し
ば
し
ば
し
て
周
り
を
呆
れ
さ
せ
る
こ
と
が

あ
っ
た
、
と
い
う
あ
ら
す
じ
の
話
の
一
部
で
あ
る
。
右
の
記
述
で
は
、
六
条
院
に
呼
び
出
さ
れ
早
く
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
中
に
も
関
わ

ら
ず
、
途
中
で
朽
ち
た
卒
塔
婆
を
見
付
け
た
寂
心
が
わ
ざ
わ
ざ
馬
か
ら
降
り
、
恭
し
く
お
参
り
し
、
し
か
も
そ
の
後
卒
塔
婆
が
あ
る
た
び
に
同

じ
事
を
す
る
。
そ
の
せ
い
で
二
時
間
以
内
で
い
け
る
は
ず
が
十
一
時
間
も
か
か
り
、
御
供
の
舎
人
を
呆
れ
返
さ
せ
た
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
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こ
の
話
か
ら
は
、
当
時
道
に
︵
朽
ち
た
︶
卒
塔
婆
が
大
量
に
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
朽
ち
た
卒
塔
婆
に
敬
意
を
示
す
寂
心
が
変

わ
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
か
つ
御
供
の
舎
人
が
そ
の
行
為
で
呆
れ
か
え
っ
て
い
る
姿
か
ら
、
当
時
の
人
は
あ
ま
り
卒
塔
婆
に
仏
教
的
神
聖

性
を
抱
か
ず
、
お
参
り
す
る
こ
と
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
卒
塔
婆
が
大
量
に
存
在
し
た
の
か
。

こ
れ
は
、
平
安
時
代
の
死
や
葬
儀
に
対
す
る
考
え
方
に
よ
る
。
平
安
時
代
、
貴
族
は
極
端
に
穢
れ
を
嫌
い
、
し
た
が
っ
て
﹁
死
﹂
を
も
極
力

遠
ざ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
墓
地
は
京
の
外
に
作
ら
れ
、
京
の
中
は
清
浄
に
保
た
れ
る
よ
う
に
大
層
気
を
配
ら
れ
て
い
た
。

山
中
裕
氏
は
そ
れ
ら
の
観
点
や
藤
原
一
族
の
実
例
を
踏
ま
え
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

当
時
は
夫
婦
別
葬
の
習
慣
で
、
女
性
の
葬
送
は
も
っ
ぱ
ら
里
方
で
行
わ
れ
、
藤
原
氏
出
身
の
后
妃
た
ち
も
こ
の
木
幡
に
葬
ら
れ
た
。
と

こ
ろ
が
、
墓
と
い
っ
て
も
石
の
卒
塔
婆
を
一
つ
立
て
る
ば
か
り
で
、
埋
葬
の
後
に
木
幡
の
地
へ
子
孫
が
詣
で
る
習
慣
が
な
か
っ
た
︵
中
略
︶

平
安
貴
族
は
、
祖
先
を
祭
り
、
死
者
の
供
養
は
手
厚
く
行
っ
た
が
、
墓
参
り
は
苦
手
で
、
た
め
に
親
の
墓
さ
え
よ
く
所
在
を
知
ら
な
い
と

い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
両
墓
制
の
名
残
と
も
い
え
、
骨
の
埋
葬
地
は
い
わ
ば
捨
て
墓
で
執
着
は
な
く
、
追
善
供
養
の
仏
事
も
も
っ

ぱ
ら
故
人
ゆ
か
り
の
寺
院
や
私
邸
で
行
わ
れ
た (

)

。
12

人
々
は
墓
標
と
し
て
一
応
卒
塔
婆
を
立
て
て
も
、
き
ち
ん
と
し
た
供
養
の
仏
事
は
卒
塔
婆
の
あ
る
場
所
で
は
な
く
、
寺
な
ど
で
行
っ
た
。
つ

ま
り
、
人
々
は
卒
塔
婆
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
が
っ
て
お
ら
ず
、
執
着
も
薄
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

墓
標
と
し
て
の
卒
塔
婆
へ
の
意
識
が
薄
い
の
な
ら
ば
、
人
々
は
卒
塔
婆
を
何
の
た
め
に
建
て
た
の
か
。
柳
田
国
男
氏
の
﹃
民
俗
学
辞
典(

)

﹄
で

13

﹁
墓
﹂
を
引
く
と
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。
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以
前
は
葬
地
に
印
を
設
け
る
と
し
て
も
、
手
ご
ろ
な
石
を
一
つ
載
せ
て
お
く
と
か
、
樹
を
植
え
る
と
か
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
す
ら
し
な
い
で
埋
葬
地
点
が
直
き
に
不
明
に
帰
す
る
こ
と
が
多
か
つ
た
。
そ
の
石
碑
を
建
て
る
時
期
も
、
三
回
忌
・
七
回
忌
は
お
ろ
か
、

十
三
回
忌
と
か
十
七
回
忌
と
か
極
め
て
遅
い
習
わ
し
が
多
く
、
早
く
建
て
る
こ
と
を
忌
む
観
念
さ
え
濃
厚
で
あ
り
、
こ
の
方
面
か
ら
も
石

碑
は
葬
地
の
印
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
供
養
塔
に
出
発
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
初
め
は
祭
る
た
び
に
生
木
な
ど
を
建
て
て
い
た

の
が
、
卒
塔
婆
と
な
り
、
板
碑
と
な
り
、
今
日
一
般
に
み
る
よ
う
な
墓
碑
に
ま
で
な
っ
た
。

右
記
よ
り
、
柳
田
氏
が
卒
塔
婆
の
存
在
意
義
を
墓
標
に
代
わ
り
供
養
塔
に
あ
る
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
﹃
墓
の
民
俗
学
﹄
で

は
卒
塔
婆
の
目
的
を
、
次
の
よ
う
に
も
考
察
し
て
い
る(

)

。
14

す
ぐ
に
お
詣
り
す
る
た
め
の
目
的
で
建
て
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
永
久
に
お
ま
い
り
す
る
た
め
の
目
的
で
建
て
ら
れ
た
も

の
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
建
て
る
こ
と
に
何
か
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
、
つ
く
る
事
に
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

以
上
の
こ
と
よ
り
、
卒
塔
婆
の
建
て
ら
れ
た
目
的
は
墓
標
と
し
て
よ
り
も
、
供
養
塔
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
、
そ
れ
を
建
て
た
と
い
う

こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と
考
察
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
当
時
苔
む
し
た
り
朽
ち
た
卒
塔
婆
を
道
中
見
か
け
る
こ
と
は
特
に
珍
し
く
な
く
、

人
々
が
卒
塔
婆
に
詣
で
る
こ
と
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
﹁
仏
の
御
顔
﹂
と
は
何
を
示
す
か

︿
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹀
で
は
、﹁
仏
の
御
顔
﹂＝︵﹁
先
祖
の
尊
貌
﹂＝﹁
塔
婆
﹂＝
︶﹁
卒
塔
婆
﹂＝﹁
死
者
の
顔
﹂
と
し
て
、
卒
塔
婆
を
墓
標
と
し
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た
解
釈
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
だ
と
、
仏
は
﹁
死
者
の
霊
。
ま
た
死
骸
﹂
と
い
う
訳
が
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す

る
と
、
全
体
と
し
て
﹁
苔
む
し
た
卒
塔
婆
が
転
び
倒
れ
て
踏
ま
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
死
者
に
対
し
て
畏
れ
多
い
﹂
と
紫
式
部
が
感
じ
た
と
い

う
解
釈
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
卒
塔
婆
を
朽
ち
て
も
あ
ま
り
気
に
な
ら
な
い
死
者
の
供
養
塔
と
し
て
捉
え
る
と
、
人
々
が
卒
塔
婆
が
朽
ち

る
こ
と
に
対
し
て
死
者
へ
の
罪
悪
感
を
抱
い
た
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
。
き
ち
ん
と
し
た
供
養
は
他
で
行
わ
れ
、
卒
塔
婆
は
建
て
ら
れ
た

こ
と
に
よ
り
そ
の
存
在
意
義
を
す
で
に
も
う
確
立
し
て
い
る
の
だ
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
仏
を
死
者
の
霊
と
と
り
死
者
の
墓
標
で
あ
る
卒
塔
婆

が
苔
む
し
踏
ま
れ
て
畏
れ
多
い
、
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
仏
は
仏
の
ま
ま
ス
ト
レ
ー
ト
に
捉
え
解
釈
す
る
こ
と
に
す
る
。

次
に
﹁
御
顔
﹂
の
捉
え
方
を
探
る
。
先
ほ
ど
卒
塔
婆
の
具
体
的
な
種
類
を
五
輪
塔
と
考
察
し
た
。
五
輪
塔
の
石
に
は
一
つ
一
つ
種
子
と
い
う

文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
種
子
と
は
梵
字
の
一
字
で
仏
像
を
表
わ
し
た
も
の
で
、密
教
で
は
と
く
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
種
子
に
つ
い
て﹃
梵

字
事
典(

)

﹄
で
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

15

浄
厳
の
﹃
悉
曇
三
密
鈔
﹄
に
は
、﹁
種
子
の
字
は
す
な
わ
ち
是
れ
仏
菩
薩
の
身
な
り
﹂
と
あ
り
、
種
子
は
も
と
も
と
人
格
化
さ
れ
た
仏
尊

の
相
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
。

こ
れ
よ
り
、
種
子
が
仏
の
身
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
﹁
種
子
﹂
が
苔
む
し
て
い
る
こ
と
を
、
﹁
仏
の
御
顔
﹂

が
苔
む
す
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

ま
た
、
新
谷
氏
は
五
輪
塔
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る(

)

。
16

新
義
真
言
宗
の
覚
鑁
の
﹃
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
﹄
な
ど
の
密
教
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
世
界
を
構
成
す
る
五
大
元
素
を
あ
ら
わ
し
、
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ま
た
こ
の
塔
の
形
は
大
日
如
来
を
象
徴
す
る
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
種
子
だ
け
で
な
く
五
輪
塔
の
形
そ
の
も
の
に
仏
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
そ
う
な
る
と
、﹁
仏
の
御
顔
﹂
は
﹁
五
輪
塔
そ
の

も
の
﹂
を
指
す
と
も
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
よ
り
、﹁
仏
の
御
顔
﹂
と
は
卒
塔
婆
に
彫
ら
れ
た
種
子
、
あ
る
い
は
五
輪
塔
そ
の
も
の
を
示
し
、
死
者
の
顔
で
は
な
い
と
考
察
す

る
。

お
わ
り
に

人
々
が
卒
塔
婆
を
供
養
塔
と
し
て
捉
え
、
建
て
る
事
自
体
に
意
義
を
見
出
し
、
そ
の
後
の
朽
ち
て
い
く
姿
に
あ
ま
り
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た

時
代
に
、
式
部
は
あ
え
て
そ
れ
に
目
を
つ
け
、
卒
塔
婆
か
ら
仏
の
姿
を
見
出
し
、
そ
の
朽
ち
て
人
に
踏
ま
れ
る
姿
を
嘆
い
た
。
七
十
三
番
歌
は

彼
女
の
鋭
い
観
察
眼
・
豊
か
な
感
受
性
を
示
す
と
共
に
、
あ
ま
り
歌
に
使
わ
れ
な
い
卒
塔
婆
と
い
う
素
材
を
使
う
と
い
う
、
独
創
性
を
表
わ
す

歌
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
因
っ
て
、
本
稿
で
は
こ
の
歌
を
﹁
墓
標
が
朽
ち
た
死
者
へ
の
憐
れ
み
の
歌
﹂
と
と
る
の
で
は
な
く
、﹁
朽
ち
た
卒
塔
婆
か

ら
見
受
け
ら
れ
る
仏
へ
の
畏
れ
多
さ
を
訴
え
た
歌
﹂
と
新
た
に
解
釈
し
直
し
、
最
後
に
そ
の
現
代
語
訳
を
示
し
て
お
く
。

卒
塔
婆
の
年
を
経
て
古
く
な
っ
た
の
が
、
転
び
倒
れ
た
ま
ま
で
人
に
踏
ま
れ
て
い
る
の
を
見
て
、

当
て
推
量
で
こ
れ
が
卒
塔
婆
︵
五
輪
塔
︶
の
一
部
だ
と
思
う
と
、
あ
あ
畏
れ
多
い
こ
と
。
そ
れ
は
苔
む
し
て
し
ま
っ
て
仏
の
御
顔
と
も
い

え
る
種
子
も
見
え
な
い
し
、
仏
の
化
身
と
も
い
え
る
お
形
も
崩
れ
倒
れ
て
し
ま
っ
て
、
と
て
も
も
う
そ
う
︵
仏
の
御
姿
︶
と
は
見
え
な
い

の
だ
け
れ
ど
。
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注
︵

︶
山
本
利
達
︿
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹀﹃
紫
式
部
日
記

紫
式
部
集
﹄︵
新
潮
社
、
昭
和
五
十
五
年
二
月
︶

1
︵

︶
注
︵

︶
に
同
じ
。

2

1

︵

︶
新
谷
尚
紀
ほ
か
﹃
民
族
小
事
典

死
と
葬
送
﹄︵
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
七
年
十
二
月
︶

3
︵

︶
千
々
和
到
﹃
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
３
１

板
碑
と
石
塔
の
祈
り
﹄︵
山
川
出
版
社
、
平
成
十
九
年
八
月
︶

4
︵

︶
大
野
晋
ほ
か
編
﹃
岩
波
古
語
辞
典

補
訂
版
﹄︵
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
・
平
成
二
年
二
月
補
訂
版
︶

5
︵

︶
注
︵

︶
に
同
じ
。

6

2

︵

︶
水
藤
真
﹃
中
世
の
葬
送
・
墓
制
︱
︱
石
塔
を
造
立
す
る
こ
と
︱
︱
﹄︵
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
年
十
月
︶

7
︵

︶
注
︵

︶
掲
出
書
を
参
考
に
要
約
。

8

7

︵

︶
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
﹃
大
日
本
史
料

第
二
編
之
二
﹄︵
東
京
大
学
出
版
、
昭
和
五
年
十
月
︶

9
︵

︶
水
藤
真
﹃
中
世
の
葬
送
・
墓
制
︱
︱
石
塔
を
造
立
す
る
こ
と
︱
︱
﹄︵
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
年
十
月
︶

10
︵

︶
馬
淵
和
夫
ほ
か
︿
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹀﹃
今
昔
物
語
集
②
﹄﹁
巻
第
十
九

内
記
慶
滋
ノ
保
胤
出
家
語
第
三
﹂︵
小
学
館
、
平
成
十
二
年
五
月
︶

11
︵

︶
山
中
裕
ほ
か
﹃
平
安
時
代
の
文
学
と
生
活

平
安
時
代
の
儀
礼
と
歳
事
﹄︵
至
文
堂
、
平
成
三
年
十
二
月
︶

12
︵

︶
柳
田
国
男
﹃
民
俗
学
辞
典
﹄︵
東
京
堂
出
版
、
昭
和
二
十
六
年
一
月
︶

13
︵

︶
井
阪
康
二
の
﹁
卒
塔
婆
考
﹂︵﹃
近
畿
民
俗
﹄
第
五
五
号
、
昭
和
四
十
七
年
二
月
︶
を
岩
田
重
則
が
﹃
墓
の
民
俗
学
﹄︵
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
五
年
十

14
二
月
︶
四
十
四
頁
に
再
録
し
た
も
の
を
引
用
。

︵

︶
中
村
瑞
隆
ほ
か
﹃
梵
字
事
典
﹄︵
雄
山
閣
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
︶

15
︵

︶
注
︵

︶
に
同
じ
。

16

3

︵
は
せ
が
わ
・
あ
や

文
学
部
国
文
学
科
三
年
︶
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