
太う
づ

秦ま
さ

広く
わ

隆う
り

寺う
じ

は
洛ら
く

陽や
う

二
条
通
の
西
な
り
。〔
太う
づ

秦ま
さ

は
里
の
名
と
す
。
む
か
し
応お
う

神じ
ん

天
皇
の
御
宇
秦
人
日
本
に
来
り
、
蚕
を
や
し
な
ひ
、

機
織
を
た
く
み
、
帛
綿
を
つ
く
り
て
、
人
々
の
膚
を
あ
た
ゝ
め
侍
り
ぬ
。
故
に
膚
を
秦は
た

と
訓
じ
て
氏
を
賜
り
、
天
皇
ふ
か
く
賞
し
た
ま
ひ
、

此
地
を
く
だ
し
給
ひ
ぬ
。
秦は
た

氏
則
秦し
ん

始の
し

皇く
わ
うの

廟
を
建
け
る
よ
り
、
太
の
字
を
く
は
へ
て
太う
づ

秦ま
さ

と
訓
け
る
な
り
〕
当
時
の
は
じ
め
は
、
推す
ゐ

古こ

天

皇
十
二
年
八
月
に
、
大や
ま

和と
の

国く
に

斑い
か

鳩る
が

宮み
や

に
て
、
聖し
や

徳う
と

太く
た

子い
し

近
臣
秦は
た

川の
か

勝は
か
つを

召
て
宣
ふ
や
う
は
、
我
昨
夜
夢
見
る
、
是
よ
り
遥
北
の
か
た
に
一
村

あ
り
、
楓
林
繁
茂
し
清
香
常
に
薫
じ
、
林
中
に
大
な
る
朽
木
あ
り
、
無
量
の
賢
聖
諸
経
の
要
文
を
誦
し
、
あ
る
は
天
童
妙
花
を
供
し
、
又
木

よ
り
光
を
放
、
微
妙
の
声
あ
り
て
妙
法
を
演
る
、
今
わ
れ
彼
地
に
往
ん
。
川か
は

勝か
つ

は
則
駕
を
め
ぐ
ら
し
て
前
駆
す
。
其
日
葛か
ど

野の

の
大
堰
に
臨
ん

で
こ
れ
を
見
給
ふ
に
夢
の
如
し
、
楓
林
の
中
に
大
囲
の
桂
樹
あ
り
、
異
香
薫
じ
、
其
樹
の
空
虚
に
奇
瑞
の
宝
閣
あ
り
、
光
明
赫
々
と
し
て
蜂

多
く
集
り
声
を
発
す
、
随
身
こ
れ
を
払
ど
も
尽
ず
、
凡
人
に
は
蜂
と
見
れ
ど
も
太
子
は
賢
聖
と
見
そ
な
は
し
給
ふ
。
則
仮
宮
を
蜂ほ
う

岡か
う

の
も
と

に
造
て
、
川か
は

勝か
つ

に
勅
し
百く
だ

済ら

よ
り
奉
る
仏
像
を
安
置
し
、
こ
れ
を
蜂ほ
う

岡か
う

寺じ

と
い
ふ
。〔
後
に
広く
わ

隆う
り

寺う
じ

と
改
む
。
広ひ
ろ

隆た
か

は
川か
は

勝か
つ

の
名
な
り
。
以

上
伝
記
の
大
意
〕

本
堂
の
薬や
く

師し

如に
よ

来ら
い

は
向む
か

日ふ
の

明
神
の
御
作
な
り
。
伝
に
曰
、
山
州
乙お
と

訓く
に

郡ご
ほ

向り
む

日か
ふ

明の

神
の
社
前
に
槁
木
あ
り
、
幾
囘
の
年
を
歴
こ
と
を
し
ら
ず
。

一
日
異
人
来
り
て
こ
れ
を
伐
て
仏
像
を
造
り
、
南な

無む

医い

王わ
う

尊そ
ん

薬や
く

師し

仏ぶ
つ

と
称
し
、
忽
神
殿
に
入
て
見
え
ず
。
衆
人
是
を
伝
聴
て
集
拝
す
、
し
か

も
霊
験
あ
り
て
耳
目
を
驚
す
。
同
郡
大た
い

原げ
ん

寺じ

〔
日
本
後
記
、
延
暦
十
三
年
十
二
月
乙お
と

訓く
に

社
の
仏
像
を
大
原
寺
に
遷
す
〕
に
智ち

威ゐ

法
師
と
い
ふ

人
唐
よ
り
来
て
居
住
す
、
社し
や

司し

等
か
の
僧
に
あ
た
へ
け
れ
ば
、
都
鄙
袖
を
つ
ら
ね
て
群
詣
し
、
感
応
ま
す

く
新
な
り
。
智ち

威ゐ

歿
し
て
後
丹



後
国
石い
し

作つ
く

寺り
で
らに

う
つ
す
。
其
後
清せ
い

和わ

天
皇
勅
し
て
当
寺
の
本
尊
と
し
給
ふ
な
り
。〔
待ま
つ

宵よ
ひ

小の
こ

侍じ
じ

従ゆ
う

こ
の
本
尊
の
霊
験
を
蒙
る
事
、
源
平
盛
衰

記
に
あ
り
〕
太た
い

子し

堂だ
う

に
は
聖
し
や
う

徳と
く

王わ
う

御
自
作
の
（
卅
三
歳
）
影
像
を
安
置
す
。
代
々
の
天
子
よ
り
黄
櫨
染
の
御
袍
、
御
下
襲
、
表
袴
、
御
内
着
、

石
帯
等
を
毎
歳
贈
進
し
給
ふ
。〔
今
に
至
ま
で
一
千
二
百
年
此
例
絶
ず
と
な
ん
、
什
宝
に
守
屋
退
治
の
軍
配
団
あ
り
、
矢
除
の
団
と
称
す
〕

地じ

蔵ざ
う

堂だ
う

〔
金こ
ん

堂だ
う

の
西
に
あ
り
、
地ぢ

蔵ざ
う

尊そ
ん

は
道だ
う

昌し
や

大う

僧そ
う

正じ
や
うの

作
な
り
〕
鎮ち
ん

守じ
ゆ
の

社や
し
ろ〔

三
十
八
所
の
神
を
祭
る
〕
閼あ

伽か

井ゐ

〔
伊い

佐さ

羅ら

井ゐ

と
も
い
ふ
〕

辨べ
ん

天て
ん

社の

〔
池
の
ひ
が
し
に
あ
り
。
此
池
は
紅
蓮
多
し
、
炎
暑
の
節
盛
を
な
し
て
観
と
す
〕

石い
し

灯ど
う

籠ろ
う

〔
太
子
堂
の
前
に
あ
り
、
こ
れ
を
太
秦
形
と
賞
美
す
。
古
風
を
慕
ひ
て
模
形
と
す
る
な
り
〕

土ど

用よ
う

塚づ
か

〔
太
子
堂
の
西
道
の
中
央
に
あ
り
、
太
子
経き
や

王う
わ
うを

収
し
所
と
な
り
〕
大お
ほ

酒さ
け

明の

神
〔
天て
ん

照せ
う

太だ
い

神じ
ん

、
八は
ち

幡ま
ん

宮
、
天て
ん

満ま

天
神
を
祭
る
、
一
説

に
は
秦し
ん

始の
し

皇く
わ
うを

崇
る
と
も
、
又
は
秦は
た

川の
か

勝は
か
つの

霊
を
祭
る
と
も
い
ふ
〕
桂け
い

宮き
う

院ゐ
ん

〔
太
子
堂
の
西
一
町
ば
か
り
に
あ
り
。
八
角か
く

堂だ
う

と
称
す
。
推す
ゐ

古こ

天
皇
十
二
年
、
太
子
自
土
木
の
功
を
積
で
壇
を
築
建
給
ふ
所
な
り
。
堂
内
に
三
体
の
本
尊
を
安
置
す
。
二
臂ひ

如に
よ

意い

輪り
ん

観く
わ
ん

音お
ん

、
則
太
子
の
御

作
な
り
。
阿
弥
陀
仏
は
隋ず
ゐ

煬の
や

帝う
て
いよ

り
推す
ゐ

古こ

天
皇
へ
送
り
給
ふ
本
尊
な
り
。
聖し
や

徳う
と

太く

子
の
像
御
自
作
に
し
て
坐
像
な
り
〕
祖そ

師し

堂だ
う

〔
金こ
ん

堂だ
う

の
西

南
に
あ
り
。
中ち
う

央あ
う

弘こ
う

法ぼ
う

大
師
、
北
は
理り

源げ
ん

大
師
、
南
は
道だ
う

昌し
や

大う

僧
正
の
像
を
安
置
す
。
又
北
の
間
に
は
如に
よ

意い
り

輪ん
く

観わ
ん

音お
ん

を
安
置
す
。
毎
歳
九
月

十
二
日
夜
戌
の
刻
に
牛
祭
の
神
事
あ
り
、
当
寺
の
僧
侶
五
人
五
大
尊
の
形
に
表
し
、
異
形
の
面
を
か
け
風
流
の
冠
を
着
し
、
太
刀
を
佩
、
壹

人
は
幣
を
捧
て
牛
に
乗
、
四
人
は
前
後
を
囲
、
従
者
は
松
明
を
ふ
り
立
、
行
列
魏
々
と
し
て
本
堂
の
傍
よ
り
後
へ
巡
り
、
又
西
の
か
た
よ
り

祖
師
堂
の
前
な
る
壇
上
に
登
り
、
祭
文
を
読
。
此
文
法
古
代
の
諺
を
以
て
述
る
、
甚
だ
奇
に
し
て
諸
人
耳
を
驚
さ
ず
と
い
ふ
事
な
し
〕



祭
　
　
　
文

夫
以
、
姓
を
乾
坤
の
気
に
う
け
、
徳
を
陰
陽
の
間
に
保
、
信
を
専
に
し
て
仏
に
つ
か
へ
、
慎
を
い
た
し
て
神
を
敬
ふ
、
天
尊
地
卑
の
礼

を
し
り
、
是
非
得
失
の
品
を
辨
ふ
る
、
是
偏
に
神
明
の
広
恩
な
り
。
因
■
、
単
微
の
幣
帛
を
さ
ゝ
げ
、
敬
し
て
摩ま

咤た

羅ら

神し
ん

に
奉
上
す
、

豈
神
の
恩
を
蒙
ざ
る
べ
け
ん
や
。
是
に
よ
つ
て
四
番
の
大
衆
等
、
一
切
懇
切
を
抽
で
十
抄
の
儀
式
を
ま
な
び
、
万
人
の
逸
興
を
催
す
を

以
て
、
お
の
づ
か
ら
神
明
の
法
楽
に
備
へ
、
諸
衆
の
感
歎
を
な
す
を
以
て
、
暗
に
神
の
納
受
を
し
ら
さ
ん
と
な
り
。
然
間
、
さ
い
づ
ち

頭
に
木
冠
を
戴
き
、
く
わ
ひ
羅
足
に
旧
鼻
高
を
か
ら
げ
つ
げ
、
か
ら
め
牛
に
鞍
を
置
、
大
■
を
す
り
む
い
て
か
な
し
む
も
あ
り
、
や
さ

馬
に
鈴
を
つ
け
て
を
ど
る
も
あ
り
、
は
ね
る
も
あ
り
、
偏
に
百
鬼
夜
行
に
異
な
ら
ず
。
如
是
等
の
振
舞
を
以
て
、
摩ま

咤た

羅ら

神し
ん

を
敬
祭
し

奉
る
事
、
ひ
と
へ
に
天
下
安
穏
寺
家
安
泰
の
た
め
な
り
。
因
之
永
く
遠
く
払
ひ
退
く
べ
き
も
の
な
り
。
先
は
三
面
の
僧
房
の
中
に
し
の

び
入
て
、
物
取
る
銭
盗
人
め
、
奇
怪
す
は
い
ふ
は
い
や
、
小
童
ど
も
木
々
の
な
り
も
の
取
ら
ん
と
て
、
あ
か
り
障
子
打
破
る
、
骨
な
き

法
師
頭
も
あ
や
う
く
ぞ
覚
ゆ
る
。
扨
は
あ
さ
腹
頓
病
す
は
ぶ
き
疔
瘡
よ
う
さ
う
■
風
、
こ
と
に
は
尻
瘡
虫
か
さ
膿
瘡
あ
ふ
み
瘡
、
冬
に

向
へ
る
大
あ
か
ゞ
り
、
并
に
ひ
ゞ
い
か
ひ
病
鼻
た
り
お
こ
り
心
地
具
つ
ち
さ
は
り
伝
屍
病
、
し
か
の
み
な
ら
ず
、
鐘し
よ

楼う
ろ

法う
ほ

華つ
け

堂だ
う

の
か
わ

づ
る
み
、
讒
言
仲
人
い
さ
か
ひ
合
の
中
間
言
貧
苦
男
の
入
た
け
り
、
無
能
女
の
隣
あ
り
き
、
又
は
堂
塔
の
桧
皮
喰
ひ
ぬ
く
大
烏
小
烏
め
、

聖
教
や
ぶ
る
大
鼠
小
鼠
め
、
田
の
疇
う
が
つ
う
ご
ろ
も
ち
。
如
此
の
奴
原
に
お
い
て
、
永
く
遠
く
根
の
国
そ
こ
の
国
ま
で
は
ら
ひ
し
り

ぞ
く
べ
き
も
の
な
り
。
敬
白
謹
上
再
拝
。



地ぢ

蔵ざ
う

堂だ
う

〔
太う
づ

秦ま
さ

ひ
が
し
の
端
に
あ
り
、
弘こ
う

法ぼ
う

大
師
の
作
な
り
〕
古こ
が

枯ら
し
の

社や
し
ろ〔

太う
づ

秦ま
さ

の
南
に
あ
り
。
向む
か

日ふ
の

明
神
此
地
へ
影
向
し
給
ふ
、
槻つ
き

木の
き

の

霊
を
祭
る
〕


