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１ 

坂
田
郷 

承
平
年
間
（
９
３
１
年
～
９
３
８
年
）
に
源
順
が
著
し
た
和
名
類
聚
抄

わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う

（
和
名
抄
）
に
佐
加
多
と
い
う

郷
名
が
現
れ
て
い
ま
す
。
坂
田
郷
に
比
定
さ
れ
る
現
在
の
西
春
日
一
帯
の
土
地
は
、
北
は
石
清
尾
山
や
室

山
、
西
は
浄
願
寺
山
や
小
山
に
囲
ま
れ
、
か
つ
て
は
香
東
川
の
流
れ
で
あ
っ
た
御
坊
川
や
清
水
川
の
流
域

に
平
地
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。 

地
図
を
広
げ
る
と
そ
の
地
形
は
、
峰
山
と
浄
願
寺
山
の
山
裾
を
旧
香
東
川
が
ぶ
つ
か
り
次
第
に
流
域
が

東
に
移
っ
た
よ
う
な
様
相
で
あ
り
、
流
れ
が
東
に
片
寄
る
に
従
っ
て
そ
の
間
に
後
背
湿
地
が
形
成
さ
れ
た

地
形
に
見
え
ま
す
。
今
で
も
そ
の
中
を
一
宮
方
面
か
ら
延
び
る
昔
か
ら
の
狭
い
農
業
用
水
路
が
、
今
で
も

家
が
重
な
り
合
う
土
地
の
間
を
細
々
と
流
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
、
そ
の
水
が
豊
か
な
水
田
を
潤
し
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。 

こ
の
地
の
歴
史
は
古
く
、
４
～
７
世
紀
に
は
石
清
尾
山
や
浄
願
寺
山
に
多
く
の
古
墳
が
造
ら
れ
、
８
世

紀
の
奈
良
時
代
に
は
坂
田
廃
寺
が
建
て
ら
れ
、
仏
教
文
化
が
花
開
き
ま
す
。
９
世
紀
に
書
か
れ
た
「
日
本

に

ほ

ん

霊
異
記

り

ょ

う

い

き

」
（
注
１
）
に
は
坂
田
の
里
、
綾
君
が
登
場
し
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
、
坂
田
廃
寺
の
一
帯
が
そ
の

舞
台
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

そ
し
て
平
安
時
代
初
期
に
真
言
宗
再
興
の
貢
献
者
で
、
弘
法
大
師
信
仰
の
基
礎
を
打
ち
立
て
た
僧
観
賢

は
、
坂
田
郷
秦
氏
の
出
身
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
の
南
北
朝
時
代
の
は
じ
め
、
足
利
方
の
細
川
氏
が
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挙
兵
し
た
土
地
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
坂
田
郷
西
春
日
は
、
香
西
方
面
か
ら
の
高

松
城
に
向
か
う
主
要
な
進
入
路
に
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
高
松
城
が
築
城
さ
れ
た
土
地
は
石
清
尾

山
塊
か
ら
北
の
海
に
突
き
出
し
た
砂
洲
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
西
か
ら
の
道
は
現
在
で
は
郷
東
川
橋
が
あ

る
が
当
時
は
海
で
あ
り
、
行
き
来
も
で
き
ず
、
迂
回
し
鶴
尾
神
社
の
南
側
、
浄
願
寺
山
と
石
清
尾
山
塊
の

間
の
切
通
し
を
た
ど
り
ま
し
た
。
そ
の
切
通
し
は
今
、
新
し
い
道
路
の
建
設
工
事
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

明
治
２
３
年
（
１
８
９
０
年
）
２
月
、
沖
・
勅
使
・
坂
田
・
馬
場
・
万
蔵
の
５
か
村
が
合
併
し
鷺
田
村
と

な
り
、
昭
和
１
５
年
（
１
９
４
０
年
）
２
月
に
は
高
松
市
に
編
入
さ
れ
、
紙
・
上
天
神
・
三
条
・
田
村
・

勅
使
・
西
春
日
・
西
ハ
ゼ
・
東
ハ
ゼ
・
松
並
・
峰
山
・
室
・
室
新
の
１
２
町
が
誕
生
し
ま
し
た
。 

 （
注
１
）
『
日
本
霊
異
記
』 

日
本

に

ほ

ん

国こ
く

現
報

げ
ん
ほ
う

善
悪

ぜ
ん
あ
く

霊
異
記

り

ょ

う

い

き

は
、
９
世
紀
の
平
安
時
代
初
期
に
漢
文
で
書
か
れ
た
日
本
最
古
の
仏
教
説
話

集
で
、
『
日
本
霊
異
記
』
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
著
者
は
奈
良
薬
師
寺
の
僧
景
戒
で
す
。 

仏
教
の
教
え
を
判
り
や
す
く
具
体
的
に
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
多
数
お
さ
め
ら
れ
て
お
り
、
物
語
の
時
代

背
景
は
、
大
和
時
代
か
ら
平
安
時
代
ま
で
で
、
聖
徳
太
子
、
行
基
の
話
、
勧
善
懲
悪
、
霊
験
、
転
生
や
当

時
の
庶
民
生
活
と
仏
教
と
の
関
わ
り
な
ど
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

【
布
施
し
な
か
っ
た
こ
と
と
、
放
生

ほ
う
じ
ょ
う

し
た
こ
と
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
で
善
悪
両
様
の
報
い
を
受
け
た
話
】

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%AC%E8%A9%B1�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%AC%E8%A9%B1�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%AC%E8%A9%B1�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AF%E6%88%92�
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の
中
に
坂
田
の
里
綾
君
の
話
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

２ 

観
興
寺 

法
照
山
悉
地
院 

 

真
言
宗
御
室
派 

本
尊 

不
動
明
王 

観
興
寺
は
栗
林
公
園
南
端
に
隣
接
し
、

す
ぐ
近
く
の
中
央
通
り
を
多
く
の
車
が
通

っ
て
い
ま
す
が
、
紫
雲
山
の
す
そ
野
に
立

地
し
て
い
る
た
め
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の

場
所
で
、
高
松
大
空
襲
の
戦
火
か
ら
も
逃

れ
、
堂
内
に
は
平
安
時
代
後
期
か
ら
江
戸

時
代
に
造
ら
れ
た
仏
像
が
今
に
残
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
も
像
高
９
９
．
２
セ
ン

チ
檜
材
寄
木
造
り
の
阿
弥
陀
如
来
立
像

（
高
松
市
指
定
有
形
）
は
平
安
時
代
末
期

の
作
で
、
丸
み
を
帯
び
た
肩
部
、
う
す
い

観 興 寺 
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胸
、
彫
り
の
浅
い
衣
文
線
、
足
首
ま
で
の

衣
の
裾
、
温
和
な
面
相
部
な
ど
の
定
朝
様

（
注
２
）
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。 

観
興
寺
は
栗
林
公
園
と
の
つ
な
が
り
が

強
く
、
江
戸
時
代
に
は
藩
主
の
祈
願
所
と

し
て
栄
え
て
い
ま
し
た
。
公
園
南
西
に
は

寺
と
公
園
を
結
ぶ
不
動
口
門
が
あ
り
、
そ

の
場
所
か
ら
藩
主
が
寺
を
訪
ね
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
ま
た
、
本
尊
不
動
明
王
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
由
来
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

伊
予
の
河
野
四
郎
守
が
戦
乱
に
会
い
、
本
尊
不
動
尊
を
背
負
い
讃
岐
に
落
ち
延
び
て
来
ま
し
た
。
そ
し

て
こ
の
地
に
草
庵
を
建
て
て
安
置
し
て
い
ま
し
た
が
、
天
正
１
３
年
（
１
５
８
６
年
）
に
大
地
震
が
あ
り
、

室
山
が
崩
れ
て
草
庵
が
埋
も
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
年
月
が
過
ぎ
ま
し
た
が
、
山
に
登
る
と
焔

光
が
か
か
る
の
を
村
人
が
発
見
し
、
草
庵
が
埋
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
掘
る
と
不
動
尊
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
草
庵
を
再
び
建
て
て
こ
の
像
を
安
置
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。（
当
時
の
不
動
尊
は
そ
の
後
焼
失
） 

 

観興寺 阿弥陀如来立像 
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（
注
２
）
定
朝
様 

藤
原
時
代
に
、
日
本
史
上
屈
指
の
仏
師
と
し
て
名
高
い 

定

朝

じ
ょ
う
ち
ょ
う 

に
よ
っ
て
、
和
様
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
仏
像
彫
刻
の
型
が
完
成
さ
れ
、
穏
や
か
で
優
し
い
姿
を
し
た
『 

定
朝
様
式 

』
と
い
わ
れ
る
仏
像
が

数
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
定
朝
は
従
来
の
一
本
の
木
を
素
材
と
す
る
「
一
木
造
」
か

ら
、
数
本
の
木
を
組
み
合
わ
せ
て
造
る
「
寄
木
造
」
の
手
法
を
生
み
出
し
、
一
度
に
多
く
の
巨
像
造
り
が

可
能
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
運
搬
に
も
便
利
で
あ
る
と
い
う
画
期
的
な
も
の
で
し
た
。 

 

３ 

観
賢
上
人 

 

観
賢
上
人
は
、
真
言
宗
の
高
僧
で
、
香
東
郡
坂
田
郷
（
現
高
松
市
西
春
日
町
あ
た
り
）
の
秦
氏
出
身
で

す
。
真
言
宗
の
僧
で
あ
る
聖
宝
（
理
源
大
師
）
に
見
出
さ
れ
て
上
洛
し
、
真
雅
（
法
光
大
師 

空
海
の
実

弟
）
に
も
仕
え
ま
し
た
。
般
若
寺
（
奈
良
）
を
開
き
、
般
若
寺
僧
正
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
聖
宝
没
後
に
東

寺
長
者
と
な
り
、
さ
ら
に
醍
醐
寺
初
代
座
主
、
高
野
山
検
校
、
仁
和
寺
別
当
を
兼
ね
、
学
徳
一
世
に
高
く
、

文
殊
の
化
身
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。
空
海
没
後
８
０
年
を
経
て
、
東
寺
派
と
高
野
山
金
剛
峰
寺
派
に
二
分

さ
れ
て
衰
退
し
か
か
っ
た
真
言
宗
の
再
興
に
貢
献
し
ま
し
た
。
ま
た
、
空
海
へ
の
大
師
号
追
贈
に
力
を
尽

く
し
、
高
野
山
奥
院
の
廟
前
に
報
告
、
大
師

入

定

に
ゅ
う
じ
ょ
う

留る

身し
ん

説
（
注
３
）
を
唱
え
弘
法
大
師
信
仰
の
基
礎
を

固
め
ま
し
た
。 
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（
注
３
）
入
定
留
身
説 

弘
法
大
師
空
海
は
６
２
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
通
常
僧
侶
の
死
は
入
滅
、
入
寂
な
ど
と
表
現
さ
れ
ま

す
が
、
空
海
に
限
っ
て
は
入
定
の
語
が
用
い
ら
れ
ま
す
。
入
定
と
は
空
海
が
和
歌
山
県
高
野
山
の
奥
の
院

の
御
廟
に
お
い
て
、
即
身
成
仏
を
し
、
禅
定
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
弘
法
大
師
は
現

在
も
こ
の
世
に
肉
身
を
留
め
て
、
５
６
億
７
０
０
０
万
年
の
の
ち
に
弥
勒
菩
薩
が
こ
の
世
に
出
現
す
る
ま

で
の
間
、
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

救
済
の
た
め
に
精
進
さ
れ
て
い
る
と
い
う
信
仰
で
す
。
大
師
の
入
定
留
身
信
仰
に
伴
っ
て
、

高
野
山
で
は
毎
年
、
旧
３
月
２
１
日
の

正
し
ょ
う

御
影

み

え

い

供く

に
衣
替
え
の
法
要
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 《
聖
宝
と
観
賢
の
出
会
い
》 

観
賢
は
、
秦
氏
の
出
身
で
、
幼
名
を
阿あ

古こ

麿ま
ろ

と
い
い
、
そ
の
才
能
は
、
讃
岐
国
出
身
の
僧
聖
宝
（
理
源

大
師
）
に
見
出
さ
れ
、
花
開
き
ま
し
た
。
聖
宝
は
、
師
の
真
雅
（
法
光
大
師 

空
海
の
実
弟
）
の
怒
り
に

ふ
れ
て
勘
当
さ
れ
、
故
郷
の
讃
岐
に
身
を
寄
せ
て
修
行
の
旅
を
重
ね
て
い
た
と
き
、
坂
田
郷
で
手
水

ち
ょ
う
ず

を
使

お
う
と
思
い
、
遊
ん
で
い
る
子
供
た
ち
に
尋
ね
る
と
、
１
人
が
案
内
し
よ
う
と
立
ち
上
が
り
、
他
の
１
人

が
、
「
あ
の
水
は
不
浄
だ
か
ら
洗
っ
て
も
無
駄
で
す
。
」
と
い
い
ま
し
た
。
聖
宝
は
、
「
仏
の
道
で
い
う
諸
法

で
は
、
浄
、
不
浄
の
区
別
は
な
い
か
ら
、
か
ま
わ
な
い
。
」
と
い
い
な
が
ら
水
の
方
へ
行
こ
う
と
し
た
そ
の

と
き
、
阿
古
麿
は
「
諸
法
に
浄
・
不
浄
が
な
い
も
の
な
ら
、
お
坊
様
は
な
ぜ
手
の
不
浄
を
お
洗
い
に
な
る
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の
で
す
か
。
」
と
尋
ね
ま
し
た
。
聖
宝
は
阿
古
麿
が
神
童
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
き
都
に
連
れ
帰
り
ま
し
た
。

貞
観
４
年
（
８
６
２
年
）
阿
古
麿
９
歳
の
時
で
し
た
。
聖
宝
は
仁
和
寺
に
身
を
寄
せ
て
、
昼
は
托
鉢
を
し

な
が
ら
、
阿
古
麿
を
養
い
、
夜
は
学
問
を
教
え
ま
し
た
。
阿
古
麿
は
聖
宝
の
師
真
雅
の
教
え
も
受
け
、
東

大
寺
で
得
度
し
て
観
賢
と
名
乗
り
ま
し
た
。 

 

４ 

鶴
尾
神
社 

 

祭

神 

誉
田

ほ

ん

だ

別
わ
け
の

命
み
こ
と 

莵
道
稚
郎
子

う

じ

の

わ

き

い

つ

ら

こ

命
の
み
こ
と 

息お
き

気き

長
足

な
が
た
ら
し

姫ひ
め

命
の
み
こ
と 峰

山
南
山
麓
、
奥
の
池
の
西
南
に
鎮
座
。
大
同
年
間
（
８
０

６
年
～
８
１
０
年
）
の
創
祀
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

古
来
、
坂
田
一
郷
の
氏
神
で
坂
田
氏
一
族
が
そ
の
祖
先
の
応

神
天
皇
（
誉
田
別
尊
）
を
祀
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
『
讃
岐

国
名
勝
図
会
』
（
１
８
５
４
年
刊
行
）
に
は
一
説
と
し
て
「
元
慶

三
年
（
８
７
９
年
）
空
か
ら
神
影
が
降
る
か
の
よ
う
に
み
え
た

の
が
鶴
の
羽
で
あ
っ
た
の
で
、
鶴
尾
八
幡
宮
と
号
し
た
」
と
あ

り
ま
す
。
仁
和
年
間
（
８
８
５
年
～
８
８
９
年
）
に
は
、
国
司

鶴尾神社４号墳 
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の
菅
原
道
真
が
現
在
地
の
南
東
土
井
原
に
移
し
、
土
居
宮

ど

い

の

み

や

と
称
し
た

と
も
伝
え
ら
れ
、
現
在
も
土
居
宮
と
よ
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

神
社
の
後
、
丘
陵
の
稜
線
上
に
あ
る
鶴
尾
神
社
４
号
墳
は
、
前
方

部
が
北
方
に
、
後
円
部
が
南
方
に
あ
る
積
石
塚
古
墳
で
、
南
の
後
円

部
に
は
、
竪
穴
式
石
室
が
あ
り
、
全
国
で
も
最
古
級
の
後
円
墳
の
１

つ
で
あ
り
、
当
然
坂
田
の
人
々
も
そ
の
築
造
に
加
わ
っ
た
こ
と
で
し

ょ
う
。
な
お
、
現
在
、
後
円
部
の
崩
壊
を
防
ぐ
た
め
の
工
事
が
始
ま

っ
て
い
ま
す
。 

 

５
観
賢
山
久
米
寺 

観
賢
堂 

 

旧
国
道
３
２
号
線
の
西
ハ
ゼ
バ
ス
停
に
並
行
し
て
、
東
側
を
走
る
昔

の
こ
ん
ぴ
ら
街
道
に
は
さ
ま
れ
た
と
こ
ろ
に
観
賢
堂
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
お
堂
の
周
囲
に
は
「
観
賢
御
廟
」
「
弘
法
大
師
剃
刀
塚
」
の
石
碑
が
建

っ
て
い
ま
す
。 

剃
刀
塚
は
、
空
海
没
後
８
６
年
目
の
延
喜
２
１
年
（
９
２
１
年
）
に

大
師
号
追
贈
報
告
の
た
め
に
、
観
賢
僧
正
が
高
野
山
の
霊
廟
を
開
い
た

観 賢 堂 剃 刀 塚 
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際
、
伸
び
て
い
た
空
海
の
ヒ
ゲ
を
剃
っ
た
と
い
う
剃
刀
を
讃
岐
に
持
ち
帰
り
、
埋
め
た
の
が
こ
の
塚
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。 

 

６ 

祥
福
寺 

祥
福
寺
は
江
戸
時
代
、
初
代
高
松
藩
主
松
平
賴
重
公
に
招
か
れ
た
鶴
洲
和
尚
が
開
山
し
た
寺
院
で
す
。

享
保
１
１
年
（
１
７
２
６
年
）
二
代
藩
主
賴
常
の
時
に
禅
宗
の
一
派
で
あ
る
黄
檗
宗
本
山
満
福
寺
の
末
寺

と
し
て
創
建
さ
れ
た
後
、
曹
洞
宗
に
改
宗
し
ま
し
た
。
五
百
羅

漢
寺
と
も
称
さ
れ
、
民
衆
の
信
仰
を
集
め
ま
し
た
が
、
太
平
洋

戦
争
の
高
松
大
空
襲
で
焼
失
。
昭
和
４
２
年
（
１
９
６
７
年
）

に
高
松
市
宮
脇
町
か
ら
現
在
の
地
に
移
転
、
昭
和
６
３
年
（
１

９
８
８
年
）
に
伽
藍
を
再
興
し
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。

曹
洞
宗
の
認
可
参
禅
道
場
と
し
て
、
坐
禅
会
を
主
催
し
て
い
ま

す
。 

 ７ 

生
目
神
社 

九

州

宮

崎

に

あ

る

生

目

八

幡

宮

か

ら

勧

進

さ

れ

、

生 目 神 社 
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悪
七
兵
衛
景

あ

く

し

ち

べ

い

か

げ

清き
よ

を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。
俗
に
「
い
き
め
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
正
式
に
は
「
い

く
め
さ
ま
」
で
す
。
祥
福
寺
の
駐
車
場
か
ら
墓
地
横
を
通
り
、
更
に
奥
へ
進
ん
だ
所
に
社
殿
が
建
っ
て
い

ま
す
。
古
く
か
ら
眼
疾
に
霊
験
あ
ら
か
た
と
伝
え
ら
れ
、「
眼
を
ひ
ら
く
」
こ
と
か
ら
転
じ
て
よ
ろ
ず
の
願

い
が
か
な
う
お
社
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。 

祭
神
の
屋
島
合
戦
「
錣
引
き
」（
注
４
）
で
有
名
な
悪
七
兵
衛
景
清
（
藤
原
景
清
）
は
、
武
勇
の
者
と
し

て
名
を
馳
せ
ま
し
た
。
源
平
の
合
戦
で
敗
者
と
な
っ
た
平
家
の
武
将
景
清
を
、
源
頼
朝
は
自
分
の
家
来
と

し
て
召
し
抱
え
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
景
清
は
そ
の
申
し
出
を
断
っ
て
、
西
国
に
流
し
て
く
れ
る
よ
う
に

と
願
い
ま
し
た
。
日
向
の
国
に
落
ち
着
い
た
景
清
で
す
が
、
源
氏
の
隆
盛
を
見
聞
す
る
こ
と
に
よ
り
煩
悶

し
続
け
、
そ
の
苦
し
さ
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
自
分
で
自
分
の
両
眼
を
え
ぐ
っ
て
空
に
投
げ
ま
し
た
。
両

眼
は
生
目
の
地
の
松
の
木
（
目
掛
け
の
松
）
に
ま
で
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
。
そ
の
両
眼
を
、
目
の
神
様
と

し
て
祀
っ
た
の
が
生
目
神
社
（
宮
崎
市
）
で
す
。
県
下
で
も
数
少
な
い
神
様
で
す
。 

 

（
注
４
）
錣
引
き 

平
家
物
語
巻
十
一
、
屋
島
合
戦
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
那
須
与
一
扇
の
的
が
終
わ
っ
た
後
、
与
一
が
老

兵
を
射
た
こ
と
で
再
び
戦
闘
が
始
ま
り
、
悪
七
兵
衛
景
清
の
「

錣
し
こ
ろ

引
き
」
「
義
経
の
弓
流
し
」
へ
と
続
い

て
い
き
ま
す
。 
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「
楯
の
陰
よ
り
、
長
刀

な
ぎ
な
た

打
ち
振
て
か
か
り
け
れ
ば
、
美み

尾
屋

お

や

十
郎

じ
ゅ
う
ろ
う

、
小
太
刀

こ

だ

ち

、
大
長
刀

お
お
な
ぎ
な
た

に
叶
は
じ
と
や

思
ひ
け
ん
、
か
い
ふ
い
て
逃
げ
け
れ
ば
、
や
が
て
続
い
て
追
っ
か
け
た
り
。
長
刀
に
て
薙な

が
ん
ず
る
か
と

見
る
所
に
、
さ
は
な
く
し
て
、
長
刀
を
ば
弓
手

ゆ

ん

で

の
脇
に
か
い
挟
み
、
馬
手

め

て

の
手
を
さ
し
延
べ
て
、
美
尾
屋

十
郎
が
甲
の
錣
を
掴
ま
う
と
す
。
掴
ま
れ
じ
と
逃
ぐ
る
。
三
度
掴
み
は
づ
い
て
、
四
度
の
度
、
む
ず
と
掴

む
。
し
ば
し
ぞ
た
ま
っ
て
見
え
し
。
鉢
附

は
ち
つ
け

の
板
よ
り
、
ふ
つ
と
引
き
切
っ
て
ぞ
逃
げ
た
り
け
る
。
残
り
四

騎
は
、
馬
を
惜
う
で
駆
け
ず
、
見
物
し
て
ぞ
居
た
り
け
る
。
美
尾
屋
十
郎
は
、
御
方
の
馬
の
陰
に
逃
げ
入

っ
て
、
息
続
ぎ
居
た
り
。
敵
は
追
う
て
も
来
ず
。
そ
の
の
ち
甲
の
錣
を
ば
、
長
刀
の
先
に
貫
き
、
高
く
差

し
上
げ
、
大
音
声
を
挙
げ
て
、「
遠
か
ら
ん
者
は
音
に
も
聞
け
。
近
く
は
目
に
も
見
給
へ
。
こ
れ
こ
そ

京
き
ょ
う

童
わ
ら
ん
べ

の
呼
ぶ
な
る
、
上
総
の
悪
七
兵
衛
景
清
よ
」 

錣
引
き
の
場
面
は
、
悪
七
兵
衛
景
清
が
美
尾
屋
十
郎
の
錣
を
引
き
ち
ぎ
る
瞬
間
を
、
息
も
つ
か
せ
ぬ
ス

ピ
ー
ド
感
で
描
い
て
い
ま
す
。
平
家
物
語
１
２
巻
中
数
々
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
も
軍
記
物
語
の
真
骨

頂
と
言
え
ま
す
。 

 ８ 

片
山
池
窯
跡
群 

積
石
塚
古
墳
群
と
し
て
名
高
い
石
清
尾
山
古
墳
群
が
所
在
す
る
石
清
尾
山
塊
の
う
ち
、
浄
願
寺
山
と
小

山
の
間
の
谷
間
に
立
地
す
る
片
山
池
窯
跡
群
は
、
坂
田
廃
寺
と
と
も
に
昭
和
初
期
か
ら
そ
の
存
在
が
知
ら
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れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
１
６
年
（
１
９
４
１
年
）
に
は
１
号
窯
跡
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
、
部
分
的
な

が
ら
も
窯
跡
遺
構
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
数
基
の
窯
跡
が
周
辺
に
存
在
し
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
開
発
に
よ
っ
て
滅
失
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

平
成
６
年
（
１
９
９
４
年
）
に
は
高
松
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
１
号
窯
跡
の
全
面
的
な
発
掘
調
査
が

行
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
窯
は
南
向
き
の
斜
面
を
掘
り
く
ぼ
め
て
、
築
か
れ
て
い
ま
す
。
半
地
下

式
有
牀
（
ロ
ス
ト
ル
）
式
平
窯
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
出
土
遺
物
よ
り
平
安
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
窯
の
構
造
は
焼
成
室
と
燃
焼
室
に
分
か
れ
、
焼
成
室
奥
に
は
平
瓦
が
１
０
数
枚
立
て
か
け
ら
れ

て
お
り
、
当
時
の
ま
ま
の
姿
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。 

出
土
遺
物
の
中
に
は
窯
の
築
造
年
代
よ
り
遡
っ
て
、
白
鳳
期
（
飛
鳥
時
代
後
半
）
の
鴟し

尾び

（
注
５
）
の

破
片
や
、
坂
田
廃
寺
か
ら
出
土
し
た
瓦
と
同
笵
の
軒
瓦
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
岡
山
県
邑
久
郡
牛
窓
町
に
あ

る
寒
風

さ
ぶ
か
ぜ

古
窯
跡
群

こ

よ

う

せ

き

ぐ

ん

か
ら
出
土
す
る
鴟
尾
と
類
似
し
て
お
り
、
そ
の
関
係
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 （
注
５
）
鴟
尾 

 

瓦
葺
屋
根
の
大
棟
の
両
端
に
つ
け
ら
れ
る
飾
り
の
一
種
で
、
訓
読
み
で
は
「
と
び
の
お
」
と
読
み
ま
す
。

沓く
つ

に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
沓
形

く
つ
が
た

と
も
呼
ば
れ
、
飛
鳥
時
代
か
ら
す
で
に
鴟
尾
が
作
ら
れ
て
お
り
、
飛
鳥
寺
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か
ら
古
い
タ
イ
プ
の
も
の
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
白
鳳
時
代
の
鴟
尾
に
は
胴
部
に
珠
文
帯
を
設
け
た
り
、

腹
部
に
蓮
華
文
を
飾
っ
た
り
装
飾
性
が
豊
か
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
中
世
に
な
る
と
魚
形
に
変
化
し
て

鯱
し
ゃ
ち
ほ
こ

に
な
り
ま
し
た
。 

      
       

鴟 尾 

（片山池１号窯跡出土）  

片 山 池 １ 号 窯 跡  

八葉複弁蓮華文軒丸瓦 

（坂田廃寺出土） 
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８ 

坂
田
廃
寺 

古
墳
が
造
ら
れ
な
く
な
っ
た
白
鳳
期
（
飛
鳥
時
代
後
半 

７
世
紀
後
半
）
に
瓦
を
葺
い
た
壮
麗
な
建
物

が
浄
願
寺
山
の
東
麓
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
寺
名
は
不
明
の
た
め
、
地
名
を
と
っ
て
坂
田
廃
寺
の
名
前
で

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

我
が
国
に
仏
教
が
伝
わ
っ
た
飛
鳥
時
代
か
ら
国
分
寺
の
建
立
さ
れ
た
奈
良
時
代
ま
で
に
建
て
ら
れ
た
寺

院
を
古
代
寺
院
と
呼
び
、
当
時
建
て
ら
れ
た
讃
岐
１
７
カ
寺
院
の
う
ち
の
１
寺
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

高
松
平
野
に
は
古
い
寺
院
跡
は
不
思
議
と
少
な
く
、
坂
田
廃
寺
は
そ
の
古
い
寺
院
跡
の
一
つ
で
す
。 

 

坂
田
廃
寺
跡
は
、
戦
前
か
ら
古
瓦
の
出
土
な

ど
で
、
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
３
９
年
（
１

９
６
４
年
）
３
月
、
推
定
地
内
の
畑
地
か
ら
白

鳳
期
の
金
銅
誕
生
釈
迦
仏
立
像
（
県
指
定
有
形 

県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）
が
発
掘
さ
れ
、
次
い

で
、
同
４
２
年
（
１
９
６
７
年
）
に
行
な
わ
れ

た
発
掘
調
査
で
は
、
基
壇
や
円
形
柱
座
の
造
り

出
し
の
あ
る
礎
石
数
個
、
白
鳳
期
と
思
わ
れ
る

八
葉

は
ち
よ
う

複ふ
く

弁べ
ん

蓮
華

れ

ん

げ

文も
ん

軒の
き

丸
瓦

ま
る
か
わ
ら

や
大
量
の
古
瓦
が

金銅釈迦誕生仏立像 
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出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
場
所
で
古
代
仏
教
文
化
の
開
花
が
明
ら
か
に
な
り
、

ま
た
、
近
く
で
平
安
時
代
の
瓦
窯
跡
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
礎
石
は
現
在
、

天
理
教
の
建
物
の
入
り
口
を
入
っ
た
右
側
に
高
松
市
の
文
化
財
の
看
板
を

立
て
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
御
坊
町
所
在
の
無
量
寿
院
が
坂
田

廃
寺
の
後
身
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 
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