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友 
「
蓮
長
殿
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
伺
う
の
は
、
ち
と
恥
か
し
い
こ
と
で
す
が
、
き
か
し
て
は
下
さ
い
ま
す
ま
い 

 
 
 

か
」 こ

う
訊
い
た
の
は
浄
念
と
い
う
学
僧
で
あ
っ
た
。
俊
範
上
人
の
講
義
が
終
っ
て
の
帰
り
路
で
あ
る
。 

「
私
は
朝
夕
の
勤
行
に
近
頃
一
こ
う
熱
が
は
い
ら
ん
で
困
っ
て
お
る
の
で
す
よ
」 

「
ほ
う
、
そ
れ
は
坊
主
と
し
て
は
大
変
な
こ
と
で
す
な
あ
、
武
士
で
言
え
ば
君
に
忠
義
が
出
来
ま
せ
ん
と
言
う
の 

 
 
 

と
同
じ
こ
と
で
す
か
ら
。
い
や
、
ゆ
っ
く
り
訊
か
せ
て
貰
い
ま
し
ょ
う
」 

質
問
を
面
白
く
感
じ
た
か
蓮
長
は
「
あ
れ
に
腰
か
け
ま
し
ょ
う
」
と
山
路
の
か
た
わ
ら
の
小
さ
な
岩
を
指
さ
し 

 
 

た
。 岩

に
腰
か
け
る
と
、
よ
く
晴
れ
た
陽
差
し
に
琵
琶
湖
が
一
目
に
み
え
る
。
坂
本
の
宿
は
足
許
に
み
え
る
が
伊
吹 

 
 
 

山
の
麓
に
迫
る
大
湖
の
対
岸
は
、
空
に
浮
か
ん
で
お
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
が
わ
れ
る
程
で
あ
っ
た
。 

「
経
文
の
意
味
も
わ
か
ら
ず
、
た
だ
お
経
を
あ
げ
て
お
る
時
は
、
な
ん
と
も
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
少
し
意
味 
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が
わ
か
り
か
け
た
と
思
っ
た
ら
却
っ
て
疑
問
が
出
て
き
た
の
で
す
。
一
つ
解
決
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
こ 

 
 
 

ん
な
こ
と
は
、
俊
範
上
人
な
ぞ
に
き
け
ま
せ
ん
よ
、
頭
か
ら
こ
な
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
」 

「
で
、
田
舎
坊
主
の
蓮
長
な
ら
ば
と
い
う
所
で
す
か
」 

蓮
長
は
微
笑
を
浮
か
べ
て
い
た
。 

 

「
と
ん
で
も
な
い
、
拙
僧
は
真
面
目
な
つ
も
り
で
お
る
ん
で
す
か
ら
。
実
は
、
何
時
で
し
た
か
中
堂
で
読
経
を
し 

 
 
 

て
お
っ
た
時
、
ふ
っ
と
、
頭
に
浮
か
ん
で
き
た
の
で
す
。
根
本
中
堂
の
御
本
尊
は
吾
が
叡
山
の
開
山
伝
教
大
師
御 

 
 
 

自
作
の
薬
師
如
来
で
す
。
御
本
尊
に
は
毛
頭
不
足
は
な
い
、
有
難
い
も
の
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
南
無
阿
弥
陀 

 
 
 

仏
と
唱
え
る
の
は
如
何
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
御
本
尊
と
口
に
唱
え
る
所
と
が
一
致
し
て
お
ら
な
い
で
果
し
て
御 

 
 
 

利
益
が
成
ぜ
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
つ
ま
ら
ん
質
問
で
す
が
」 

「
つ
ま
ら
な
い
質
問
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ぞ
、
恐
ら
く
こ
れ
を
解
決
し
た
ら
、
全
仏
教
の
解
決
が
出
て
く
る
か
も
わ 

 
 
 

か
り
ま
せ
ん
」 

「
そ
う
で
す
か
、
そ
う
い
わ
れ
る
と
嬉
し
い
で
す
よ
。
実
は
そ
こ
に
考
え
つ
い
て
、
あ
た
り
を
見
廻
わ
す
と
不
思 

 
 
 

議
な
こ
と
ば
か
り
で
す
。
わ
が
天
台
宗
で
は
法
華
経
に
説
く
所
の
観
音
さ
ま
を
大
変
あ
り
が
た
が
り
ま
す
が
、
そ 

 
 
 

の
観
音
さ
ま
を
拝
む
の
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
て
お
が
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
れ
な
ぞ
も
お
か
し
な
話
だ
と
思
う 

 
 
 

ん
で
す
。
わ
が
宗
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
禅
宗
で
は
お
釈
迦
さ
ま
を
祭
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
て
お 

 
 
 

る
。
い
ず
れ
の
宗
旨
も
み
ん
な
本
尊
と
称
名
と
が
全
く
違
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
ち
が
っ
て
お
る
の
で
は
な 
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い
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
し
て
ま
た
、
こ
ん
な
こ
と
が
平
気
で
行
わ
れ
て
お
る
の
で
し
ょ
う
か
」  

「
そ
れ
は
一
言
に
し
て
尽
せ
ば
本
尊
を
主
と
し
て
考
え
な
い
で
自
分
の
心
を
主
と
し
て
考
え
る
か
ら
そ
う
い
う
過 

 
 
 

ち
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」 

「
も
っ
と
や
さ
し
く
い
っ
て
下
さ
い
」 

「
救
っ
て
く
れ
る
仏
を
中
心
に
し
て
、
も
の
を
考
え
ず
、
救
わ
れ
る
自
分
の
気
持
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
か
ら
、
そ 

 
 
 

う
い
う
間
違
い
が
平
気
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
よ
。
禅
家
が
そ
の
極
端
な
例
で
す
。
見
性
成
仏
で
、
自
分
の
心 

 
 
 

に
仏
を
見
出
し
、
自
分
が
成
仏
す
る
と
い
う
た
て
ま
え
を
と
り
ま
す
か
ら
、
お
が
む
本
尊
は
お
釈
迦
さ
ま
で
あ
ろ 

 
 
 

う
と
下
駄
の
歯
で
あ
ろ
う
と
一
向
に
さ
し
つ
か
え
が
な
い
。
本
尊
も
経
典
も
悟
る
迄
の
手
段
と
い
う
こ
と
に
な
っ 

 
 
 

て
絶
対
こ
れ
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ぞ
と
強
要
し
な
い
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
な
ぞ
は
徹
底
し
て
い
ま
す
か
ら
悪
い 

 
 
 

所
も
善
い
所
も
は
っ
き
り
し
て
い
て
却
っ
て
よ
く
わ
か
り
ま
す
が
、
最
も
仕
末
の
悪
い
の
は
、
仏
法
の
道
理
を
転 

 
 
 

倒
さ
せ
て
お
る
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
一
番
い
け
な
い
。
即
ち
阿
弥
陀
仏
が
、
こ
の
世
の
中
に
お
釈
迦
様
と
生 

 
 
 

れ
て
き
て
、
一
切
の
お
経
を
説
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
ん
で
す
か
ら
、
と
ん
で
も
な
い
人
騒
が
せ
の
話
で
す
。
馬 

 
 
 

を
み
て
鹿
と
い
う
方
が
ま
だ
よ
い
位
で
す
。
仏
の
経
文
の
何
処
を
た
ず
ね
て
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
の
は
、 

 
 
 

御
自
分
の
弥
陀
三
部
経
を
読
ん
だ
っ
て
わ
か
る
筈
で
す
」 

「
な
る
程
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
か
、
で
は
、
ど
う
い
う
訳
で
そ
ん
な
説
が
流
行
し
た
り
、
間
違
い
が
出
て
き
た 

 
 
 

の
で
し
ょ
う
」 
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「
そ
れ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
原
因
が
あ
り
ま
す
が
、
先
づ
最
初
に
あ
げ
ね
ば
な
ら
ん
の
は
、
日
本
の
仏
教
の
ひ
ろ 

 
 
 

ま
り
方
に
つ
い
て
の
大
き
な
疑
問
で
す
。 

さ
て
、
仏
の
説
い
た
教
は
経
典
と
し
て
日
本
へ
全
部
渡
っ
て
き
て
お
る
即
ち
一
切
経
で
す
。
こ
れ
以
外
に
は
仏 

 
 
 

の
教
え
は
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
経
典
は
死
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
巻
の
あ
る
処
に
仏
は
生
き
て 

 
 
 

お
り
ま
す
。
日
本
に
も
釈
尊
が
現
に
来
て
お
ら
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
経
典
を
ひ
も
と
く
時
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
に 

 
 
 

向
っ
て
説
法
を
き
か
せ
て
く
れ
て
お
る
の
で
す
。
こ
の
仏
の
説
法
を
求
め
て
わ
れ
わ
れ
は
き
か
ね
ば
な
り
ま
せ 

 
 
 

ん
。
し
か
る
に
こ
の
説
法
に
耳
を
ふ
さ
い
で
、
今
流
行
し
て
お
る
宗
旨
は
な
ん
だ
ろ
う
と
、
東
奔
西
走
し
て
お
る 

 
 
 

の
が
僧
侶
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
の
た
め
万
里
の
波
濤
を
渡
っ
て
支
那
へ
行
く
、
そ
の
求
法
心
は
認
め
ま 

 
 
 

す
が
、
支
那
に
行
っ
た
と
て
、
日
本
に
あ
る
一
切
経
と
異
な
っ
た
一
切
経
が
お
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
入
唐
求 

 
 
 

法
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
求
法
と
は
一
体
ど
ん
な
こ
と
で
し
た
か
、
支
那
に
行
っ
た
ら
真
言
が
流
行
し
て 

 
 
 

お
っ
た
か
ら
日
本
へ
真
言
を
伝
え
た
。
念
仏
が
盛
ん
で
あ
っ
た
か
ら
そ
れ
を
和
国
へ
招
来
し
た
。
そ
の
次
に
出
掛 

 
 
 

け
て
行
っ
た
ら
真
言
も
念
仏
も
す
た
れ
て
禅
宗
が
一
大
流
行
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
こ
れ
と
ば
か
り
喜
ん
で
日
本 

 
 
 

へ
持
ち
帰
っ
て
き
た
。
こ
れ
が
従
来
日
本
へ
仏
教
が
流
行
し
た
原
因
で
す
。
果
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
で
し
ょ
う 

 
 
 

か
。
仏
の
説
に
耳
を
ふ
さ
い
で
、
人
師
論
師
の
説
を
き
い
て
そ
れ
を
仏
説
な
り
と
興
行
す
る
。
こ
れ
こ
そ
大
き
な 

 
 
 

過
ち
の
根
本
で
す
。 

支
那
の
或
る
人
な
ぞ
は
三
七
日
断
食
を
し
て
、
満
願
の
日
に
経
蔵
に
ふ
ら
つ
く
足
で
這
入
り
込
み
、
盲
ら
滅
法 
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に
お
経
を
つ
か
み
出
し
て
き
て
、
こ
れ
が
仏
の
正
意
な
り
と
し
て
一
宗
を
開
い
た
人
が
あ
る
く
ら
い
で
す
」 

「
本
当
で
す
か
」 

「
本
当
で
す
と
も
、
つ
か
み
出
し
た
お
経
が
弥
陀
の
三
部
経
だ
っ
た
の
で
、
大
い
に
そ
れ
か
ら
念
仏
を
流
行
さ
せ 

 
 
 

た
の
で
す
」 

「
ふ
む…

…

そ
れ
で
宗
旨
が
開
け
る
の
な
ら
ば
、
ま
だ
ま
だ
宗
旨
の
数
は
少
く
な
い
位
で
す
な
あ
、
八
万
の
法
蔵 

 
 
 

と
い
う
位
で
す
か
ら
、
八
万
の
宗
旨
が
あ
っ
て
も
よ
い
訳
で
す
ね
え
、
そ
れ
で
は
、
ま
だ
ま
だ
坊
主
が
足
り
ま
せ 

 
 
 

ん
よ
、
一
人
一
宗
で
す
か
」 

両
人
と
も
思
わ
ず
叡
山
の
木
立
を
ゆ
る
が
す
程
の
哄
笑
を
続
け
る
の
だ
っ
た
。 
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