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書 

評
　

原
田
信
之
著

『
隠
徳
の
ひ
じ
り　

玄
賓
僧
都
の
伝
説
』

今 

井　

秀 

和　

玄げ
ん

賓ぴ
ん

僧
都
（
七
三
四
―
八
一
八
）
は
、平
安
時
代

の
南
都
法
相
宗
興
福
寺
の
高
僧
で
あ
る
。
玄
賓
は

河
内
国
に
生
ま
れ
、
南
都
に
出
て
興
福
寺
の
宣
教

に
法
相
教
学
を
学
ん
だ
。
そ
の
後
、
伯
耆
国
で
隠

遁
生
活
を
送
っ
た
の
ち
、
最
晩
年
に
は
備
中
国
に

居
を
移
す
こ
と
に
な
る
。
桓
武
天
皇
の
病
気
平
癒

に
験
力
を
発
揮
し
て
大
僧
都
に
任
じ
ら
れ
た
も
の

の
、
こ
れ
を
辞
退
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
高
徳

の
僧
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
八
年
は
玄
賓
僧
都
没
後
一
二
〇
〇
年
に

当
た
り
、
本
書
は
そ
れ
を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
た

も
の
だ
と
い
う
。
書
名
に
含
ま
れ
る
「
隠
徳
」
に

つ
い
て
は
、
著
者
が
冒
頭
で
、
仏
教
用
語
と
し
て

の
表
記
で
あ
る
「
隠
徳
」
を
使
用
す
る
と
明
記
し

て
い
る
。
今
日
に
お
け
る
一
般
的
な
「
い
ん
と
く
」

の
表
記
は
「
陰
徳
」
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
表
記

で
あ
っ
て
も
、
文
化
的
・
宗
教
的
な
背
景
を
別
に

す
れ
ば
、
隠
れ
た
善
行
と
い
う
大
掴
み
の
意
味
は

共
通
す
る
。

本
書
が
採
用
し
て
い
な
い
ほ
う
の
「
陰
徳
」
の

字
を
目
に
し
た
場
合
、
評
者
な
ど
は
つ
い
つ
い
、

近
世
の
庶
民
の
間
に
流
行
し
た
現
世
利
益
的
な「
陰

徳
」
を
想
起
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
場

合
の
「
陰
徳
」
は
、
人
知
れ
ず
積
ん
だ
徳
に
対
す

る
「
陽
報
」
を
期
待
す
る
心
性
が
先
に
立
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
本
来
的
な
陰
徳
の
思
想

か
ら
派
生
し
て
き
た
も
の
で
は
あ
る
の
だ
が
、
こ

の
よ
う
に
「
陰
徳
」
の
用
字
は
、
と
き
に
現
世
利

益
的
な
庶
民
信
仰
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
も

の
で
も
あ
る
。

そ
の
点
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
採
用
さ
れ

た
「
隠
徳
」
の
表
記
は
、
単
に
仏
教
用
語
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
高
僧
と
し
て
の
高
い
評
価
を
得
な

が
ら
も
「
隠
者
」
と
し
て
の
生
活
を
選
ん
だ
玄
賓

僧
都
を
あ
ら
わ
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て

感
じ
ら
れ
た
。
本
書
序
章
の
最
初
の
註
で
も
例
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
源
信
『
往
生
要
集
』
巻
下

で
の
「
隠
徳
」
が
、
市
井
に
お
い
て
徳
を
隠
し
た

り
、
山
林
に
遁
れ
て
知
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
た
者

を
あ
ら
わ
す
の
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、

本
書
に
お
け
る
表
記
の
妥
当
性
を
示
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
現
代
の
日
本
に
お
け
る
一
般
読
者
層
を

想
定
し
た
場
合
、「
玄
賓
」
を
振
り
仮
名
な
し
で
読

め
る
者
は
少
数
派
で
あ
ろ
う
。
玄
賓
と
ほ
ぼ
同
時

代
を
生
き
た
真
言
宗
の
開
祖
で
あ
る
空
海（
七
七
四

―
八
三
五
）
や
、
天
台
宗
の
開
祖
で
あ
る
最
澄

（
七
六
六
／
七
六
七
―
八
二
二
）
な
ど
に
比
べ
て
し

ま
う
と
、
決
し
て
知
名
度
が
高
い
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
つ
て
の
玄
賓
僧
都
は
、
三

井
寺
園
城
寺
の
道
顕
や
、
鴨
長
明
、
良
寛
ら
名
だ

た
る
面
々
が
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
、
徳
の

高
さ
で
世
に
知
れ
渡
っ
た
紛
れ
も
な
い
高
僧
な
の

で
あ
っ
た
。
と
く
に
中
世
に
お
い
て
は
玄
賓
再
評

価
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
様
々
な
説
話
集
や
文
芸

作
品
に
、
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

た
と
え
ば
著
者
は
、
鴨
長
明
晩
年
の
編
著
で
あ
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る
『
発
心
集
』
巻
頭
の
第
一
話
、
第
二
話
に
玄
賓

隠
徳
説
話
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

鴨
長
明
が
出
家
遁
世
す
る
に
至
る
き
っ
か
け
の
ひ

と
つ
と
し
て
、こ
う
し
た
説
話
と
の
出
会
い
が
あ
っ

た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

説
話
集
と
し
て
は
、
玄
賓
没
後
三
百
年
ほ
ど
を

経
た
平
安
後
期
の
『
江
談
抄
』
を
皮
切
り
に
、『
発

心
集
』、『
古
事
談
』、『
閑
居
友
』、『
古
今
著
聞
集
』、

『
撰
集
抄
』、『
三
国
伝
記
』
な
ど
、
伝
記
で
は
『
元

亨
釈
書
』、『
東
国
高
僧
伝
』、『
南
都
高
僧
伝
』、『
扶

桑
隠
逸
伝
』、『
本
朝
高
僧
伝
』
な
ど
に
、
玄
賓
の

名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
説
話
に
お
け
る
玄
賓
は
、

時
代
を
越
え
て
繰
り
返
し
説
話
中
に
あ
ら
わ
れ
る

「
登
場
人
物
」
の
一
種
の
宿
命
と
し
て
、
と
き
に
そ

の
実
像
を
越
え
た
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
帯
び
る
よ
う

に
も
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

他
の
高
僧
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
玄
賓

も
ま
た
、
あ
る
程
度
、
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
確

認
可
能
な
「
実
像
」
と
、
説
話
や
在
地
伝
承
を
通

し
て
生
成
さ
れ
た
「
虚
像
」
の
間
を
行
き
来
す
る

存
在
だ
っ
た
。
そ
し
て
先
行
研
究
の
多
く
は
、
主

と
し
て
歴
史
的
な
資
料
か
ら
玄
賓
の
「
実
像
」
を

掴
む
べ
く
営
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
現
代
の
伝
承
地
で
語
ら
れ
て
い
る
玄
賓
の

「
伝
説
」
に
目
を
向
け
た
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ

れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
実
在
の
人
物
に
関
す
る
在
地
の
伝
承

に
目
を
向
け
た
場
合
に
は
、「
虚
像
」
に
も
そ
れ
ぞ

れ
の
土
地
に
お
い
て
語
ら
れ
る
べ
き
何
か
し
ら
の

重
要
な
意
味
が
あ
り
、
と
き
に
は
そ
こ
に
「
実
像
」

を
照
ら
し
出
す
鏡
と
し
て
の
機
能
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
点
に
関
し
て
、
本
書
の
序
章
で
あ
る

「
玄
賓
僧
都
伝
説
の
魅
力
と
意
味
」
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
こ
れ
ら
の
口
頭
伝
承
（
│
│
引
用

者
注
。「
伝
説
」
な
ど
の
民
間
伝
承
資
料
）
の
背
後

に
は
何
ら
か
の
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
。
各
地
に
伝
承
さ
れ
た
玄
賓
に
関
す
る
伝
説

は
、
実
像
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
伝
承
地
周

辺
の
人
々
に
玄
賓
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て

き
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

文
献
資
料
の
間
隙
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
玄
賓

像
の
一
端
を
語
る
参
考
資
料
と
な
り
う
る
で
あ
ろ

う
。」（
一
八
頁
）

著
者
が
こ
う
言
う
よ
う
に
、隠
遁
生
活
の
長
か
っ

た
玄
賓
に
つ
い
て
書
き
残
し
た
歴
史
的
な
文
献
資

料
は
決
し
て
そ
の
数
が
多
く
な
く
、
玄
賓
を
巡
る

情
報
の
全
体
像
に
迫
る
た
め
に
は
、
後
世
語
ら
れ

る
に
至
っ
た
伝
承
の
内
容
や
、
そ
の
地
域
的
な
分

布
に
踏
み
込
ん
だ
調
査
研
究
が
必
要
な
の
で
あ
っ

た
。こ

う
し
た
研
究
状
況
を
前
進
さ
せ
る
べ
く
、
著

者
は
網
羅
的
な
調
査
を
踏
ま
え
て
日
本
各
地
を
巡

り
つ
つ
、
玄
賓
僧
都
に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
二
十
年

以
上
に
わ
た
っ
て
集
め
て
き
た
と
い
う
。
各
自
治

体
史
を
は
じ
め
と
し
た
先
行
す
る
民
俗
調
査
の
記

録
に
加
え
、
著
者
自
身
に
よ
る
丹
念
な
聞
き
書
き

を
収
録
し
た
点
で
も
、
玄
賓
僧
都
研
究
に
関
し
て

他
に
類
を
見
な
い
一
書
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

著
者
は
玄
賓
に
ま
つ
わ
る
歴
史
的
に
確
認
可
能

な
事
実
を
礎
と
し
た
上
で
、
前
近
代
か
ら
近
現
代

に
か
け
て
語
ら
れ
、
と
き
に
記
録
さ
れ
て
き
た
伝

承
に
含
ま
れ
る
要
素
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
が
意
味

す
る
と
こ
ろ
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
際
に
は
、

伝
承
の
内
容
そ
れ
自
体
へ
の
分
析
に
加
え
て
、
伝

承
が
な
ぜ
そ
の
地
域
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
、
と

い
う
点
を
重
要
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
く
ま

で
堅
実
な
姿
勢
を
保
ち
つ
つ
、
伝
承
が
持
ち
得
る
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意
味
を
積
極
的
に
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
本
書
は
玄
賓
僧
都
伝
説
の
集

大
成
で
あ
り
、
ま
た
、
口
承
文
芸
・
口
承
文
学
と

い
う
研
究
の
視
座
か
ら
、
そ
れ
ら
の
伝
説
の
分
析

を
試
み
た
労
作
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
、

目
次
だ
け
で
も
か
な
り
の
長
さ
と
な
る
が
、
日
本

近
世
文
学
を
専
攻
す
る
評
者
の
よ
う
な
門
外
漢
が

下
手
に
整
理
し
よ
う
と
す
る
よ
り
は
遥
か
に
本
書

の
全
体
像
が
掴
み
や
す
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以

下
に
目
次
を
掲
出
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

序
章　
玄
賓
僧
都
伝
説
の
魅
力
と
意
味

　
Ⅰ　

 

隠
徳
の
ひ
じ
り
玄
賓
僧
都
と
法
相
宗
僧
侶
の

社
会
事
業
／
Ⅱ　

隠
遁
者
の
あ
こ
が
れ
―
玄

賓
僧
都
説
話
の
成
立
と
展
開
―
／
Ⅲ　

玄
賓

僧
都
「
伝
説
」
の
魅
力
と
意
味

備
中
国（
岡
山
県
）編

　
第
一
章　

 

備
中
国
に
お
け
る
玄
賓
生
誕
地
伝
説
と

臍
帯
寺

　
　

 

は
じ
め
に
／
Ⅰ 

地
名
「
高
僧
屋
敷
」
と
行
者
様
／

Ⅱ　

広
大
山
縁
起
と
行
基
・
玄
賓
伝
承
／
Ⅲ　

臍

帯
寺
と
玄
賓
の
母
／
Ⅳ　
郡
神
社
と
玄
賓
／
結
語

　
第
二
章　

 

備
中
国
湯
川
寺
に
お
け
る
玄
賓
僧
都
伝
説

　
　

 

は
じ
め
に
／
Ⅰ　

玄
賓
の
来
訪
／
Ⅱ　

玄
賓
の

呪
力
／
Ⅲ　

帝
と
の
交
流
／
Ⅳ　

玄
賓
湯
川
寺

を
去
る
／
結
語

　
第
三
章　

 

新
見
市
の
玄
賓
僧
都
伝
説
―
湯
川
寺
・

大
椿
寺
・
四
王
寺
―

　
　

 

は
じ
め
に
／
Ⅰ　

土
橋
の
湯
川
寺
／
Ⅱ　

哲
多

の
大
椿
寺
／
Ⅲ　
哲
西
の
四
王
寺
／
結
語

　
第
四
章　
「
湯
川
寺
縁
起
」
と
玄
賓
僧
都
伝
説

　
　

 

は
じ
め
に
／
Ⅰ　

玄
賓
の
生
没
年
と
備
中
国
来

訪
年
次
／
Ⅱ　
「
湯
川
寺
縁
起
」
と
出
典
の
検
討

／
Ⅲ　
「
湯
川
寺
縁
起
」
成
立
の
背
景
／
結
語

　
第
五
章　
玄
賓
僧
都
伝
説
と
四
王
寺
の
文
物

　
　

 

は
じ
め
に
／
Ⅰ　
玄
賓
伝
承
と
四
王
寺
／
Ⅱ　
四

王
寺
の
「
当
山
世
代
年
譜
」
／
Ⅲ　
四
王
寺
の
大

般
若
経
／
Ⅳ　
四
王
寺
の
文
物
と
末
寺
／
結
語

　
第
六
章　

 

高
梁
市
中
井
町
の
玄
賓
僧
都
伝
説
―
定

光
寺
・
光
林
寺
・
柴
倉
神
社
―

　
　

 

は
じ
め
に
／
Ⅰ　

西
方
の
定
光
寺
／
Ⅱ　

柴
倉

の
光
林
寺
／
Ⅲ　

柴
倉
の
柴
倉
神
社
／
Ⅳ　

大

草
の
如
意
輪
観
音
堂
／
結
語

　
第
七
章　

 

備
中
国
に
お
け
る
玄
賓
僧
都
伝
説
の
諸

相
―
「
哲
多
郡
」
の
意
味
す
る
も
の
―

　
　

 

は
じ
め
に
／
Ⅰ　

高
梁
の
松
林
寺
と
深
耕
寺
／

Ⅱ　

吉
備
中
央
町
の
袈
裟
掛
岩
と
僧
都
川
／
Ⅲ　

玄
賓
僧
都
伝
承
の
広
が
り
／
Ⅳ　
「
哲
多
郡
」
の

意
味
す
る
も
の
／
結
語

　
第
八
章　

 

備
中
国
に
お
け
る
玄
賓
終
焉
地
伝
説
―

大
通
寺
・
山
野
神
社

　
　

 

は
じ
め
に
／
Ⅰ　

地
名
「
僧
都
」
と
玄
賓
の
墓

／
Ⅱ　

大
通
寺
と
玄
賓
庵
／
Ⅲ　

倉
見
池
と
山

野
神
社
／
結
語

大
和
国（
奈
良
県
）・伯
耆
国（
鳥
取
県
）編

　
第
一
章　

 

大
和
国
三
輪
の
玄
賓
僧
都
伝
説
―
大
神

神
社
・
玄
賓
庵
―

　
　

 

は
じ
め
に
／
Ⅰ　
三
輪
と
玄
賓
／
Ⅱ　
謡
曲「
三

輪
」
と
大
神
神
社
／
Ⅲ　

玄
賓
庵
と
「
玄
賓
庵

略
記
」
／
結
語

　
第
二
章　

 

伯
耆
国
の
玄
賓
僧
都
伝
説
と
阿
弥
陀
寺

　
　

 

は
じ
め
に
／
Ⅰ　

阿
弥
陀
寺
伯
耆
大
山
建
立
説

／
Ⅱ　
『
伯
耆
民
諺
記
』
の
玄
賓
伝
承
／
Ⅲ　
『
伯

耆
志
』
の
玄
賓
伝
承
／
Ⅳ　

秦
家
文
書
と
賀
祥

建
立
説
／
結
語

　

 〔
付
1
〕
玄
賓
僧
都
伝
説
関
係
地
図
／
〔
付
2
〕
玄

賓
僧
都
関
係
年
譜
／
初
出
論
文
一
覧
／
あ
と
が
き
／

　
索
引

こ
こ
に
掲
出
し
た
目
次
を
眺
め
る
だ
け
で
も
、
本

書
が
調
査
研
究
の
対
象
と
し
て
い
る
具
体
的
な
地
域

が
広
範
囲
に
わ
た
る
こ
と
や
、
口
頭
伝
承
・
縁
起
・

地
誌
な
ど
様
々
な
資
料
体
が
分
析
の
俎
上
に
乗
せ
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
伝
承
の
内
容
と
地
域
性
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の
双
方
に
重
き
を
置
い
て
篤
実
に
考
察
を
進
め
て
い

こ
う
と
い
う
企
図
が
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
目
で
分
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
冒
頭
に
置
か

れ
た
序
章
や
巻
末
資
料
な
ど
を
除
け
ば
、
大
き
く

二
つ
の
パ
ー
ト
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
大
部
分
は
、

「
備
中
国
（
岡
山
県
）
編
」
で
あ
り
、「
大
和
国
（
奈

良
県
）・
伯
耆
国
（
鳥
取
県
）
編
」
が
そ
れ
に
続
く
。

著
者
が
長
年
に
わ
た
る
丹
念
な
現
地
調
査
の
結

果
と
し
て
得
た
の
は
、
玄
賓
僧
都
の
伝
説
は
備
中

国
、
大
和
国
、
伯
耆
国
に
分
布
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
備
中
国
に
は
非
常
に

多
く
の
伝
説
が
あ
り
、
実
に
、
生
誕
地
伝
説
か
ら

終
焉
地
伝
説
ま
で
が
揃
っ
て
い
る
と
い
う
。

備
中
国
の
伝
承
に
つ
い
て
、
著
者
は
次
の
よ
う

に
整
理
し
て
い
る
。「
備
中
国
の
玄
賓
僧
都
伝
説
は

「
生
誕
地
伝
承
圏
」（
旧
北
房
町
上
水
田
小
殿
の
地

名
「
高
僧
屋
敷
」
を
中
心
と
す
る
地
域
）、「
隠
遁

地
伝
承
圏
」（
新
見
市
の
湯
川
寺
や
旧
哲
多
郡
の
大

椿
寺
・
四
王
子
な
ど
を
中
心
と
す
る
地
域
）、「
終

焉
地
伝
承
圏
」（
八
掛
町
の
地
名
「
僧
都
」
を
中
心

と
す
る
地
域
）
の
三
つ
の
伝
承
圏
に
大
き
く
分
類

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
備
中
国
各
地
の
玄
賓
僧

都
伝
説
は
、
湯
川
寺
伝
承
圏
を
核
と
し
て
生
誕
地

伝
承
圏
や
終
焉
地
伝
承
圏
が
成
立
し
て
い
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
」（
一
九
―
二
〇
頁
）

こ
の
う
ち
、
小
田
郡
矢
掛
町
小
林
に
伝
わ
る
終

焉
地
伝
説
は
、
こ
れ
ま
で
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
玄
賓
終
焉
の
地
は

諸
資
料
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
不
明
と
は

い
う
も
の
の
、
最
晩
年
に
備
中
国
に
隠
遁
し
た
こ

と
を
考
え
併
せ
た
と
き
、
こ
う
し
た
伝
承
が
貴
重

な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
本
書
は
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
著
者
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
伝
承
圏
が
、

備
中
国
の
三
か
所
の
郡
家
（
古
代
に
お
け
る
郡
司

の
政
庁
）
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
土
地
と
合
致

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
も
き
わ
め
て
重
要

な
指
摘
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
を
示
す
に
あ
た

り
、
著
者
は
玄
賓
僧
都
伝
説
を
有
す
る
土
地
の
調

査
は
も
と
よ
り
、
結
果
と
し
て
該
当
伝
承
が
見
当

た
ら
な
か
っ
た
土
地
へ
の
調
査
も
精
力
的
に
継
続

し
て
き
た
と
い
う
。

岡
山
県
、
奈
良
県
、
鳥
取
県
に
玄
賓
に
ま
つ
わ

る
伝
説
が
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
本

書
の
構
成
は
、
自
ず
か
ら
、
こ
う
し
た
伝
承
の
分

布
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
へ
の

考
察
を
促
す
よ
う
に
な
っ
て
も
い
る
。

著
者
が
玄
賓
僧
都
伝
説
と
伝
承
地
と
の
関
係
に

言
及
し
た
上
で
、
と
く
に
湯
川
寺
周
辺
の
玄
賓
僧

都
伝
説
を
指
し
て
「
高
僧
伝
説
伝
承
事
例
の
教
科

書
と
も
な
り
う
る
豊
か
な
も
の
」
と
表
現
し
て
い

る
よ
う
に
、
も
の
ご
と
の
由
来
を
示
す
起
源
譚
そ

の
他
、
玄
賓
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
豊
穣
な
内
容
を

有
し
て
い
る
。

た
だ
し
評
者
の
よ
う
に
、
玄
賓
僧
都
に
ま
つ
わ
る

歴
史
的
事
象
や
本
書
で
扱
わ
れ
た
地
域
に
つ
い
て
明

る
く
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
個
別
の
伝
説
自
体
の
面

白
さ
は
分
か
っ
て
も
、
歴
史
的
・
地
理
的
条
件
の
中

に
そ
の
伝
説
を
配
置
し
た
際
、
ど
の
よ
う
な
座
標
軸

を
示
す
の
か
と
い
う
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
分
か
り
づ

ら
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
巻
末
に
付
さ
れ
た

「
玄
賓
僧
都
伝
説
関
係
地
図
」
お
よ
び
「
玄
賓
僧
都

関
係
年
譜
」
が
、
内
容
の
理
解
に
役
立
つ
非
常
に
有

り
難
い
付
録
で
あ
っ
た
。
本
書
評
の
冒
頭
に
記
し
た

玄
賓
の
生
没
年
は
、『
僧
綱
補
任
』
記
載
の
没
年
と
、

そ
こ
か
ら
逆
算
さ
れ
た
生
年
を
記
す
「
玄
賓
僧
都
関

係
年
譜
」
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
本
書
は
玄
賓
僧
都
伝
説
を
対
象
に

し
た
、
き
わ
め
て
専
門
性
の
高
い
書
籍
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
、
逆
に
言
え
ば
、
玄
賓
僧
都
を
知
ら
な

い
読
者
層
の
興
味
を
引
き
に
く
い
と
い
う
弱
点
が

あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

た
だ
し
、
本
書
は
玄
賓
に
関
心
を
持
た
な
い
者

に
も
、
多
く
の
有
益
な
視
点
や
具
体
的
な
情
報
を

も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
基
本
的
か

つ
重
要
な
点
な
の
で
あ
る
が
、
玄
賓
僧
都
伝
説
そ

の
も
の
が
、
実
に
面
白
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

湯
川
寺
周
辺
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
伝
説
に
お
い

て
も
、
登
場
す
る
僧
侶
の
名
が
玄
賓
と
し
て
伝
え

ら
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

玄
賓
が
川
に
入
っ
た
と
き
、
足
に
ニ
ナ
（
巻
貝
）

の
尻
が
刺
さ
っ
た
。
怒
っ
た
玄
賓
に
よ
っ
て
、
そ

れ
以
降
、
そ
の
川
に
棲
む
ニ
ナ
の
尻
は
全
て
丸
く

さ
れ
た
と
い
う
（「
尻
無
川
の
由
来
」）。

猟
師
が
雉
を
捕
っ
て
食
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
玄

賓
が
通
り
か
か
っ
た
。
玄
賓
が
猟
師
か
ら
雉
の
肉

片
を
貰
っ
て
揉
む
と
、
肉
片
が
雉
に
な
っ
た
（「
玄

賓
僧
都
」）。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
個
別
の
伝

説
を
眺
め
る
だ
け
で
も
面
白
い
の
で
あ
る
が
、
と

き
に
玄
賓
の
伝
承
が
、
少
な
か
ら
ず
そ
れ
以
外
の

伝
承
と
の
共
通
点
を
持
つ
、
き
わ
め
て
普
遍
的
な

も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
伝
説
に

興
味
を
持
つ
読
者
が
本
書
の
各
所
を
開
け
ば
、
こ

の
こ
と
は
す
ぐ
に
諒
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
本
書
は
、
伝
説
の
変
遷
に
つ
い
て
考
え

る
上
で
も
重
要
な
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
。
た
と

え
ば
、
備
中
国
の
臍
帯
寺
に
は
行
基
開
基
伝
承
を

は
じ
め
と
す
る
行
基
の
伝
説
が
あ
り
、
ま
た
、
玄

賓
に
ま
つ
わ
る
伝
説
も
あ
る
と
い
う
。
両
者
は
と

も
に
法
相
宗
の
高
僧
で
あ
る
が
、
近
年
の
研
究
に

よ
れ
ば
、
行
基
は
近
畿
地
方
を
出
る
こ
と
な
く
生

涯
を
終
え
た
の
だ
と
い
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
著

者
は
、「
岡
山
県
に
行
基
伝
承
を
持
つ
寺
が
非
常
に

多
い
原
因
の
一
つ
と
し
て
、平
安
時
代
初
期
に
「
法

相
宗
」
の
玄
賓
が
来
訪
し
た
事
実
が
深
く
関
与
し

て
い
る
」
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
（
四
五
頁
）。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
興
味
深
い
も
の
で

あ
っ
た
。
備
中
国
の
伝
承
に
お
い
て
「
矢
掛
の
倉
見

池
」（
玄
賓
が
池
）
築
造
者
の
名
前
が
、
時
代
の
推

移
に
伴
っ
て
南
都
法
相
宗
の
「
玄
賓
僧
都
」
と
も
、

真
言
宗
の
開
祖
で
あ
る
「
弘
法
大
師
」
と
も
、
そ
し

て
さ
ら
に
は
前
近
代
の
文
芸
に
お
い
て
阿
倍
晴
明
の

ラ
イ
バ
ル
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
播
磨
国
の
陰
陽
師

「
蘆
屋
道
満
」
と
も
言
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
近
年
に
お
け
る
特
定
の
地
域
（
宇
角

地
区
）
で
は
、
倉
見
池
築
造
伝
承
は
残
り
つ
つ
も
、

こ
れ
ら
固
有
の
人
物
名
自
体
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま

う
に
至
っ
た
と
い
う
（
一
二
頁
、
二
〇
八
頁
等
）。

こ
の
、「
玄
賓
が
池
」
の
持
つ
問
題
ひ
と
つ
と
っ

て
み
て
も
、
穿
井
伝
承
が
著
名
な
特
定
の
人
物
と
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す

る
者
に
と
っ
て
は
、
大
変
に
示
唆
に
富
ん
だ
内
容
で

あ
る
。
備
中
国
の
玄
賓
倉
見
池
築
造
伝
承
は
文
献
に

は
記
録
さ
れ
ず
、
在
地
の
口
頭
伝
承
が
残
さ
れ
る
だ

け
だ
と
い
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
本
書
の
提
示

し
た
調
査
内
容
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

ほ
か
に
も
本
書
に
は
、「
伝
説
」
を
は
じ
め
と
し

た
口
頭
伝
承
に
関
心
の
あ
る
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味

に
沿
っ
た
、
多
様
な
発
見
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
今
後
の
玄
賓
研
究
に
と
っ
て
の
必
読
書
で
あ

る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
玄
賓
に

関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
玄
賓
の
存

在
を
知
ら
な
か
っ
た
層
に
こ
そ
読
ん
で
貰
い
た
い
、

新
た
な
発
見
の
可
能
性
に
満
ち
た
一
冊
で
あ
る
。

二
〇
一
八
年
六
月　

法
藏
館
刊

本
体
二
六
〇
〇
円

 

（
い
ま
い
・
ひ
で
か
ず
／
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
）


