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の 

辻 

 
一 

「
こ
こ
十
数
年
来
、
大
風
大
雨
大
地
震
、
或
い
は
飢
饉
或
い
は
疫
病
等
々
、
こ
う
も
天
変
地
異
が
打
ち
続
い
た
こ 

 
 
 

と
は
我
国
開
闢
以
来
全
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

こ
こ
に
集
っ
て
お
る
人
々
の
中
に
も
、
父
母
を
失
っ
た
者
、
或
い
は
夫
を
妻
を
子
供
を
失
く
し
た
人
々
は
多
々 

 
 
 

あ
る
で
あ
ろ
う
。
人
の
生
を
営
む
こ
と
は
斯
く
も
悲
惨
な
も
の
で
あ
り
、
痛
ま
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

だ
が
、
あ
れ…
…

あ
の
路
傍
に
咲
く
雑
草
の
花
を
み
よ
、
与
え
ら
れ
た
生
命
を
楽
し
く
保
っ
て
、
小
さ
し
と
は 

 
 
 

い
え
綺
麗
な
花
を
咲
か
せ
て
お
る
で
は
な
い
か
、
ま
た
仰
い
で
鎌
倉
山
の
樹
々
を
望
め
、
青
空
に
今
も
亭
々
と
聳 

 
 
 

え
て
、
人
の
世
の
哀
れ
な
歴
史
を
傍
観
し
て
お
る
で
は
な
い
か
。
山
川
草
木
の
み
が
天
地
の
生
を
悠
々
楽
し
ん 

 
 
 

で
、
人
の
命
だ
け
が
、
打
ち
続
く
天
変
地
夭
に
あ
え
ぎ
あ
え
ぐ
、
か
く
も
は
か
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は 

 
 
 

不
思
議
と
申
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
各
々
方
は
こ
れ
は
如
何
な
る
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
た
こ
と
が 
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あ
る
か
。 

天
変
地
異
は
こ
れ
天
然
の
現
象
で
あ
っ
て
、
人
間
に
は
毛
頭
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
、
各
々
方
は
思
案
す 

 
 
 

る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
こ
そ
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
で
あ
る
。
自
然
と
云
う
も
の
は
無
慈
悲
で
は
な
い
。
万
物
を 

 
 
 

育
成
し
て
ゆ
く
こ
の
自
然
が
そ
れ
程
無
慈
悲
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
類
な
ぞ
は
と
っ
く
の
昔
に
滅
亡
し
て
お
っ
た
で 

 
 
 

あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
何
故
、
か
く
も
悲
惨
な
世
相
が
続
く
の
で
あ
ろ
う
か
、
親
が
子
の
物
を
奪
っ
て
食
い
、
子
が 

 
 
 

親
を
殺
し
て
そ
の
物
を
食
ら
い
、
尼
憎
が
人
肉
を
喰
っ
た
と
噂
さ
れ
る
今
の
世
の
中
で
あ
る
。
何
人
も
神
も
仏
も 

 
 
 

無
い
世
の
中
と
思
っ
て
お
る
。 

し
か
る
に
今
こ
の
鎌
倉
に
は
鶴
ヶ
岡
に
八
幡
宮
社
が
あ
っ
て
世
の
人
々
の
信
仰
を
あ
つ
め
て
お
る
。
建
長
寺
も 

 
 
 

昨
年
万
貫
の
金
を
投
じ
て
建
立
さ
れ
、
わ
ざ
わ
ざ
宋
の
国
よ
り
道
隆
を
呼
ん
で
こ
れ
を
生
き
仏
と
崇
め
て
お
る
。 

 
 
 

五
万
五
千
貫
の
大
仏
が
莫
大
な
金
子
を
投
じ
て
造
立
さ
れ
た
。
長
谷
に
は
利
益
広
大
と
云
わ
れ
る
観
音
が
あ
る
。 

 
 
 

そ
の
他
寿
福
寺
、
光
明
寺
、
新
善
光
寺
、
大
倉
の
阿
弥
陀
堂
等
々
仏
閣
は
甍
を
連
ら
ね
て
建
ち
並
び
、
災
を
除
か
ん 

 
 

と
し
て
国
主
は
民
の
膏
血
を
し
ぼ
っ
て
仏
の
す
み
か
を
造
立
す
る
に
騒
が
し
い
が
果
し
て
そ
こ
に
仏
が
お
る
の
で 

 
 
 

あ
ろ
う
か
。
天
変
地
夭
の
あ
る
毎
に
、
幕
府
は
莫
大
な
施
物
を
こ
れ
等
の
寺
々
宮
々
等
に
寄
進
し
て
御
祈
禱
を
し 

 
 
 

て
お
る
が
、
火
に
油
を
そ
そ
ぐ
が
如
く
、
年
々
そ
の
災
害
は
い
や
ま
し
て
ゆ
く
の
は
如
何
な
る
故
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 
 

由
来
わ
が
国
は
神
国
と
い
わ
れ
、
そ
の
神
々
が
昼
夜
に
こ
の
日
本
国
を
守
護
す
る
を
も
っ
て
役
目
と
し
て
お 

 
 
 
 

る
。
そ
の
八
百
八
万
の
神
々
が
守
護
の
役
目
を
怠
っ
て
お
る
の
で
あ
ろ
う
か…

…

仏
は
常
住
と
い
わ
れ
て
お
る
の 
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に
、
そ
の
仏
が
慈
悲
化
導
を
お
し
ま
れ
て
お
る
の
か
、
或
は
威
光
勢
力
を
減
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
各
々
方
も
こ 

 
 
 

れ
等
を
不
審
と
し
て
お
る
で
あ
ろ
う
。
寺
々
の
造
立
は
皆
幕
府
の
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
各
々
方
が
疑
い 

 
 
 

を
起
す
余
地
も
な
い
の
も
無
理
は
な
い
。
相
手
が
神
仏
で
あ
っ
て
み
れ
ば
不
審
の
た
て
よ
う
も
な
い
で
あ
ろ
う
。 

今
こ
こ
に
日
蓮
は
断
言
す
る
。
た
と
え
幕
府
が
己
れ
が
政
所
を
残
し
て
鎌
倉
中
の
民
家
を
取
り
払
い
、
そ
こ
に 

 
 
 

千
の
神
社
、
万
の
寺
塔
を
造
立
し
て
御
祈
禱
を
行
う
と
も
、
天
変
地
夭
は
必
ず
打
ち
続
く
で
あ
ろ
う
。
何
故
か
、 

 
 
 

こ
の
鎌
倉
に
は
神
や
仏
は
ま
し
ま
さ
ぬ
の
だ
、
否
只
今
の
日
本
国
に
は
諸
天
善
神
諸
仏
諸
菩
薩
が
ま
し
ま
さ
ぬ
の 

 
 
 

で
あ
る
。
し
か
る
が
故
に
近
年
の
天
変
地
夭
が
打
ち
続
く
の
で
あ
る
。
で
は
何
故
諸
天
善
神
諸
仏
諸
菩
薩
が
こ
の 

 
 
 

国
を
捨
て
さ
っ
た
の
か
、
世
を
挙
げ
て
皆
正
に
そ
む
き
人
悉
く
悪
に
帰
す
る
が
故
で
あ
る
。
日
蓮
す
こ
し
も
自
己 

 
 
 

の
才
覚
知
弁
を
も
っ
て
こ
れ
を
断
言
す
る
の
で
は
な
い
。
日
蓮
は
法
華
経
と
い
う
明
鏡
を
も
っ
て
こ
の
暗
冥
の
世 

 
 
 

相
を
照
破
し
て
か
く
断
言
す
る
の
で
あ
る
。 

人
の
行
い
は
心
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
故
に
そ
の
心
が
曲
っ
て
お
れ
ば
世
の
中
も
曲
る
で
あ
ろ
う
。
曲
っ
て
お
る 

 
 
 

世
の
中
に
諸
天
善
神
諸
仏
諸
菩
薩
が
ど
う
し
て
ま
し
ま
す
で
あ
ろ
う
か
。
天
変
地
夭
飢
饉
疫
癘
が
打
ち
続
く
の
は 

 
 
 

当
然
で
あ
る
。
曲
っ
て
お
る
人
心
を
正
し
く
す
れ
ば
世
も
正
し
く
な
り
天
下
泰
平
の
国
土
と
な
る
こ
と
は
こ
れ
ま 

 
 
 

た
当
然
で
あ
る
。
人
心
を
正
し
く
す
る
も
の
は
な
に
か
。
そ
れ
は
正
し
い
教
で
あ
る
。
正
し
い
教
と
は
な
に
か
。 

 
 
 

曰
く
法
華
経
で
あ
る
。 

法
華
経
こ
そ
仏
説
中
の
極
説
で
あ
る
。
仏
自
ら
が
諸
経
中
王
最
為
第
一
と
云
わ
れ
て
お
る
。
仏
説
の
如
く
ん 
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ば
、
過
去
の
七
仏
干
仏
遠
々
劫
の
諸
仏
の
所
説
現
在
十
方
の
諸
仏
の
諸
経
も
皆
法
華
経
の
経
の
一
字
の
眷
属
で
あ 

 
 

る
。
凡
そ
僧
た
る
も
の
は
仏
弟
子
也
と
任
ず
る
以
上
は
、
仏
の
金
言
を
最
も
重
し
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
仏
説
以 

 
 
 

外
に
己
義
を
構
え
自
己
の
所
見
を
も
っ
て
立
つ
者
は
ま
さ
し
く
魔
作
沙
門
で
あ
る
。
い
か
に
今
の
世
の
中
に
こ
の 

 
 
 

魔
作
沙
門
の
多
き
こ
と
か
、
鎌
倉
の
七
堂
伽
藍
に
こ
の
魔
作
沙
門
達
が
錦
欄
の
法
衣
を
身
に
纒
っ
て
魔
道
を
興
行 

 
 

し
、
民
の
血
肉
を
あ
つ
め
た
国
主
の
施
物
を
貪
り
喰
ら
っ
て
、
そ
の
身
肥
大
す
れ
ば
、
や
せ
る
者
は
民
百
姓
ば
か 

 
 
 

り
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
鎌
倉
の
海
水
は
変
色
し
、
八
月
に
雪
降
り
六
字
に
結
氷
を
み
る
の
も
敢
て
不
思
議
と
は 

 
 
 

せ
ぬ
。 

こ
れ
等
魔
作
沙
門
が
興
行
す
る
宗
旨
は
如
何
な
る
宗
旨
で
あ
ろ
う
か
、
日
蓮
を
し
て
い
わ
し
む
れ
ば
、 

念
仏
無
間 

 
 

禅
天
魔 

真
言
亡
国 

 
 

律
国
賊 

諸
宗
無
得
道
堕
地
獄
の
根
源
、
法
華
経
ひ
と
り
成
仏
の
法
な
り
と
叫
ば
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。 

応
う
各
々
方
、
惑
耳
驚
心
す
る
勿
れ
。 

こ
れ
が
こ
れ
、
今
日
、
法
華
経
の
旗
標
た
る 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

の
大
旆
を
政
所
に
程
近
き
こ
の
鎌
倉
の
小
町
の
辻
に
打
ち
樹
て
た
由
縁
で
あ
る…

…
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二 
「
念
仏
無
間
、
禅
天
魔
、
宣
言
亡
国
、
律
国
賊
だ
っ
て
、
ひ
ど
い
坊
主
が
現
わ
れ
た
も
ん
だ
。
坊
主
が
坊
主
の
悪 

 
 
 

口
を
い
う
よ
う
じ
ゃ
、
世
も
末
だ
よ
」 

「
そ
れ
が
ね
え
、
あ
ん
た
き
い
て
わ
り
合
い
に
理
屈
が
通
っ
て
い
る
ん
で
す
か
ら
不
思
議
で
す
よ
」 

「
い
く
ら
理
屈
が
通
っ
て
い
た
っ
て
、
他
人
の
悪
口
を
言
う
の
は
よ
く
な
い
よ
。
ま
し
て
坊
さ
ん
な
ら
、
そ
ん
な 

 
 
 

こ
と
位
は
知
っ
て
い
る
筈
だ
」 

「
と
こ
ろ
が
面
白
い
こ
と
を
い
う
ん
で
す
よ
。
今
日
蓮
が
云
う
と
こ
ろ
は
、
敢
て
自
説
に
非
ず
、
経
文
に
則
っ
て 

 
 
 

こ
そ
念
仏
無
間
禅
天
魔
真
言
亡
国
律
国
賊
と
い
う
の
だ
と
、
意
気
込
ん
で
お
る
ん
で
す
ぜ
」 

「
と
ん
で
も
な
い
話
だ
、
な
ん
で
仏
様
が
天
魔
の
教
や
、
無
間
地
獄
へ
行
く
よ
う
な
教
な
ん
か
を
説
く
も
の
か
。 

 
 
 

律
を
説
い
た
の
も
真
言
を
説
い
た
の
も
、
皆
同
じ
一
人
の
お
釈
迦
様
が
お
説
き
に
な
っ
た
の
だ
、
馬
鹿
馬
鹿
し
い 

 
 
 

に
も
程
が
あ
る
。
大
体
仏
様
が
沢
山
の
御
経
を
説
い
た
の
は
こ
う
い
う
訳
さ
。
世
の
中
に
は
甘
い
も
の
の
好
き
な 

 
 
 

奴
も
も
あ
れ
ば
、
辛
い
も
の
が
好
い
と
云
う
奴
も
お
る
。
そ
れ
と
同
様
さ
。 

禅
の
好
き
な
奴
も
お
れ
ば
、
念
仏
か
大
好
き
と
い
う
奴
も
お
る
。
ま
あ
ま
あ
好
き
ず
き
に
や
れ
と
い
う
の
で
沢 

 
 
 

山
の
お
経
が
あ
る
の
だ
。
性
欲
不
同
な
る
が
故
に
種
々
の
経
を
説
く
と
あ
る
。
そ
ん
な
に
効
力
の
な
い
も
の
な
ら 

 
 



 

144 
 

ば
、
北
条
時
頼
公
と
い
う
程
の
名
君
が
、
わ
ざ
わ
ざ
宋
の
国
か
ら
道
隆
上
人
を
お
呼
び
し
て
、
建
長
寺
と
い
う
禅 

 
 
 

寺
を
建
て
る
筈
も
な
い
し
、
念
仏
が
無
間
な
ら
ば
、
莫
大
な
費
用
を
か
け
て
、
長
谷
に
あ
ん
な
で
っ
か
い
仏
様
を 

 
 
 

つ
く
る
訳
が
な
い
。
ま
あ
ま
あ
私
は
小
町
の
辻
に
、
そ
の
日
蓮
と
か
い
う
坊
さ
ん
の
話
を
き
き
に
ゆ
く
ひ
ま
は
な 

 
 
 

い
ね
え
、
あ
ん
た
一
人
で
行
き
な
さ
い
」 

「
仏
法
と
萱
の
雨
は
外
へ
出
て
き
け
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
。
家
の
中
に
引
っ
込
ん
で
い
た
ん
で
は
、
萱
葺 

 
 
 

き
屋
根
に
ふ
る
雨
は
わ
か
ら
な
い
。
仏
法
の
話
も
自
分
の
家
で
自
分
の
頭
で
考
え
て
い
た
っ
て
訳
の
分
る
も
ん
じ 

 
 
 

ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
一
つ
出
か
け
て
行
っ
て
小
町
の
辻
で
あ
の
坊
さ
ん
の
話
を
き
い
て
み
ま
し
ょ
う
よ
。 

五
、
六
十
年
前
ま
で
は
、
仏
教
の
中
心
地
は
京
都
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
で
は
大
き
な
寺
か
つ
ぎ
つ 

 
 
 

ぎ
に
建
立
さ
れ
て
、
こ
の
鎌
倉
こ
そ
、
仏
教
の
中
心
地
に
な
っ
て
き
て
お
る
。
そ
の
中
心
地
で
し
か
も
政
所
の
目 

 
 
 

と
鼻
と
の
間
の
小
町
の
辻
で
幕
府
の
御
帰
依
最
も
深
い
、
念
禅
真
言
を
罵
倒
し
て
、
諸
宗
無
得
道
堕
地
獄
の
根
源 

 
 
 

と
や
っ
て
お
る
ん
で
す
か
ら
、
勇
気
だ
け
は
た
い
し
た
も
の
で
す
よ
。
私
は
丁
度
承
久
元
年
の
生
れ
で
四
十
六
歳 

 
 
 

だ
が
、
そ
の
四
十
六
年
間
に
、
天
変
は
百
八
十
回
、
地
震
は
百
四
回
、
大
風
雨
七
十
八
回
、
洪
水
十
九
回
、
火
災 

 
 
 

五
十
四
回
、
炎
旱
六
回
、
飢
饉
七
回
、
疫
病
十
六
回
、
騒
乱
三
十
六
回
と
い
う
ん
じ
ゃ
、
こ
り
ゃ
全
く
生
き
な
が 

 
 
 

ら
無
間
地
獄
に
お
る
よ
う
な
も
の
で
す
よ
。
生
き
て
お
る
の
が
不
思
議
み
た
い
な
も
の
さ
。 

あ
あ
、
世
の
中
に
は
神
も
仏
も
な
い
も
の
か
と
常
日
頃
思
っ
て
お
っ
た
ん
で
す
が
、
こ
の
間
、
小
町
の
辻
で
、 

 
 
 

日
蓮
と
い
う
坊
さ
ん
の
お
説
教
を
聞
い
て
驚
い
た
。 
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経
本
を
引
い
て
今
の
世
相
を
論
じ
て
お
る
ん
で
す
よ
。
驚
い
た
坊
さ
ん
が
世
の
中
に
生
れ
た
も
ん
だ
。
政
治
を 

 
 
 

論
じ
天
下
国
家
を
論
じ
て
お
る
ん
だ
か
ら
、
一
寸
驚
か
さ
れ
た
で
す
。
坊
さ
ん
と
い
う
も
の
は
出
家
と
い
う
名
に 

 
 
 

隠
れ
て
、
世
俗
の
こ
と
は
一
向
に
我
れ
関
せ
ず
え
ん
と
い
う
の
が
先
ず
相
場…

…

禅
宗
で
は
承
陽
大
師
の
道
元
禅 

 
 
 

師
が
、
承
久
の
乱
の
時
に
御
年
二
十
二
歳
で
一
切
経
を
京
都
建
仁
寺
で
閲
覧
中
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
慢
す
れ
ば
、 

 
 
 

念
仏
で
は
木
曾
義
仲
が
京
都
に
攻
め
い
っ
た
時
、
そ
の
戦
争
を
知
ら
ん
顔
で
、
黒
谷
で
源
空
法
然
上
人
が
念
仏
を 

 
 
 

唱
え
て
お
っ
た
こ
と
を
有
難
が
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ど
う
で
す
。
日
蓮
と
云
う
坊
さ
ん
は
凄
い
こ
と
を
い
い
ま 

 
 
 

す
ぜ
。 

大
集
経
と
云
う
お
経
を
引
き
、
大
集
経
の
三
災
の
中
二
災
早
く
顕
わ
れ
一
災
未
だ
起
ら
ず
い
わ
ゆ
る
兵
革
の
災 

 
 
 

な
り
、
と
か
言
っ
て
、
疫
病
と
飢
饉
の
大
災
害
が
か
く
年
々
相
い
続
い
た
か
ら
、
こ
れ
で
終
り
と
思
っ
た
ら
大
間 

 
 
 

違
い
で
、
こ
ん
ど
は
兵
革
の
災
と
い
う
の
が
後
に
来
る
ん
だ
と
い
う
ん
で
す
。 

兵
革
の
災
い
と
い
う
の
は
、
国
の
中
に
同
志
討
ち
が
起
り
、
や
が
て
は
他
国
侵
逼
の
難
と
い
っ
て
よ
そ
の
国
が 

 
 
 

こ
の
日
本
国
を
攻
め
て
く
る
と
い
う
ん
だ
か
ら
驚
い
た
。
飢
饉
、
疫
病
が
続
い
た
後
で
、
よ
そ
の
国
が
攻
め
て
来 

 
 
 

た
ん
で
は
た
ま
ら
な
い
。 

「
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
る
か
」
と
思
わ
ず
誰
か
が
ど
鳴
っ
た
ら
、
そ
の
時
日
蓮
と
い
う
坊
さ
ん
は
に
っ
こ
り 

 
 
 

笑
っ
て
言
わ
れ
た
。 

「
そ
う
だ
貴
公
の
言
う
通
り
だ
。
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
っ
て
た
ま
る
も
の
か
、
国
の
亡
び
る
は
大
事
の
中
の 
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大
事
で
あ
る
。
そ
の
大
事
を
ば
未
然
に
防
が
ん
が
た
め
に
こ
そ
、
今
こ
の
日
蓮
が
こ
の
鎌
倉
の
小
町
の
辻
に
立
っ 

 
 
 

て
お
る
の
だ
。
薬
師
経
の
五
難
は
各
々
方
が
、
現
に
自
分
達
の
眼
で
み
た
が
、
残
る
所
の
後
の
二
難
、
他
国
侵
逼 

 
 
 

の
難
、
自
界
叛󠄀
逆
の
難
が
ま
だ
ま
だ
来
る
ぞ
、
金
光
明
経
や
仁
王
経
に
説
く
と
こ
ろ
の
他
方
の
怨
賊
来
た
っ
て
こ 

 
 
 

の
国
を
侵
す
の
難
が
残
っ
て
お
る
。
国
を
う
し
な
い
家
を
滅
せ
ば
、
汝
等
何
れ
の
所
に
世
を
逃
れ
よ
う
と
思
う
の 

 
 
 

か…
…

」
温
顔
に
似
合
ず
、
す
さ
ま
じ
い
弁
舌
だ
っ
た
。
も
し
こ
れ
が
本
当
な
ら
大
変
な
こ
と
だ
が
、
嘘
だ
っ 

 
 
 
 

た
ら
も
っ
と
大
変
な
こ
と
だ
。
こ
ん
な
人
騒
が
せ
の
話
を
幕
府
の
お
役
人
が
黙
っ
て
お
る
筈
が
な
い
。
ど
う
で 

 
 
 

す
。
小
町
の
辻
に
い
っ
て
み
よ
う
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」 

「
行
き
ま
し
ょ
う
。
た
か
が
坊
さ
ん
の
有
難
が
ら
せ
の
お
説
教
か
と
思
っ
て
お
っ
た
が
、
話
の
案
配
で
は
大
分
様 

 
 
 

子
が
違
う
。
さ
あ
さ
あ
一
緒
に
行
き
ま
し
ょ
う
」 

「
話
が
そ
う
き
ま
れ
ば
誘
っ
た
甲
斐
が
あ
る…

…

さ
あ
出
掛
け
ま
し
ょ
う
。
な
に
し
ろ
坊
さ
ん
が
人
馬
の
往
来
の 

 
 
 

は
げ
し
い
道
端
で
お
説
教
を
す
る
と
い
う
だ
け
で
も
前
代
未
聞
な
こ
と
な
の
に
、
そ
の
話
の
内
容
が
変
っ
て
る
ん 

 
 
 

だ
か
ら
き
き
も
の
さ
。
日
蓮
さ
ん
に
言
わ
せ
る
と
、
他
国
侵
逼
だ
自
界
叛󠄀
逆
だ
と
い
う
大
難
の
来
た
る
原
因
は
、 

 
 
 

皆
悪
法
の
と
か
に
因
る
と
言
う
の
だ
。
そ
の
悪
法
と
は
今
流
行
の
念
禅
真
言
だ
と
言
う
の
だ
か
ら
変
っ
て
い
る
。 

 
 
 

お
前
さ
ん
も
さ
っ
き
言
っ
た
が
、
そ
ん
な
悪
法
を
お
釈
迦
様
が
お
説
き
に
な
る
は
ず
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
私
だ 

 
 
 

っ
て
そ
う
思
っ
て
お
る
ん
で
す
よ
。
ほ
う
ら
御
覧
な
さ
い
。
あ
そ
こ
だ
、
あ
そ
こ
だ
！ 

お
や
っ
、
石
を
投
げ
つ
け
て
る
奴
が
あ
り
ま
す
ぜ
。
無
理
も
な
い
。
あ
ん
な
悪
口
を
言
っ
て
、
今
日
ま
で
生
き 
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て
お
る
方
が
余
程
不
思
議
な
位
で
す
よ
。
お
前
さ
ん
な
ぞ
は
、
す
ぐ
喝
っ
と
な
る
方
だ
か
ら
、
手
廻
し
の
い
い
所 

 
 
 

で
路
々
石
の
二
つ
三
つ
は
拾
っ
て
い
っ
た
方
が
い
い
で
す
よ
」 

鎌
倉
の
小
町
の
辻
、
時
は
建
長
六
年
の
春
、 

人
々
の
集
ま
る
迄
、
音
吐
朗
々
と
題
目
を
唱
え
て
お
っ
た
聖
人
は
、
時
分
は
よ
し
と
思
わ
れ
た
か
、 

「
国
難
来
た
る
！ 

国
難
来
た
る
！
王
土
に
生
ま
れ
誰
か
国
を
思
わ
ざ
る
者
が
あ
ろ
う
か
。
国
を
思
う
も
の
は
暫
く
歩
を
と
ど
め
て 

 
 
 

こ
の
日
蓮
が
い
う
と
こ
ろ
を
き
け…

…
 

 

念
仏
無
間 

 

禅
天
魔 

 

真
言
亡
国 

 

律
国
賊
」 

聴
衆
に
向
っ
て
先
ず
放
つ
は
四
箇
の
格
言
で
あ
っ
た
。 

三 

念
仏
無
間 

 

禅
天
魔 

 

真
言
亡
国 

 

律
国
賊 

今
日
も
ま
た
、
小
町
の
辻
に
聖
人
の
四
箇
の
格
言
の
声
が
聞
え
る
。
大
名
小
路
と
も
武
者
小
路
と
も
い
わ
れ
る 
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諸
役
所
中
の
真
中
に
あ
る
鎌
倉
の
小
町
の
辻
で
あ
る
。
西
の
方
に
は
将
軍
の
館
が
あ
り
、
二
丁
と
は
離
れ
て
お
ら 

 
 
 

ぬ
所
に
執
権
職
の
屋
根
が
見
え
る
。
聖
人
の
唱
え
る
四
箇
の
格
言
も
、
風
に
乗
っ
て
執
権
等
の
耳
に
這
入
る
こ
と 

 
 
 

も
あ
ろ
う
。 

そ
の
執
権
職
は
大
の
念
仏
者
で
あ
り
、
禅
の
擁
護
者
で
あ
り
、
一
た
び
戦
争
病
気
出
産
等
々
が
起
れ
ば
真
言
の 

 
 
 

力
を
借
り
、
律
僧
は
ま
た
国
師
と
し
て
こ
れ
を
仰
ぐ
と
い
う
、
な
ん
で
も
屋
で
あ
る
か
ら
面
白
い
。 

上
の
行
う
処
、
下
こ
れ
を
習
う
で
、
民
百
姓
は
、
執
権
職
国
主
の
御
帰
依
深
い
法
で
あ
る
と
い
っ
て
、
各
人
各 

 
 
 

説
、
て
ん
で
に
信
仰
し
て
お
る
の
が
こ
れ
等
の
宗
旨
で
あ
る
。
こ
の
宗
旨
に
対
す
る
聖
人
の
断
案
は
、 

 

諸
宗
無
得
道 

 

堕
地
獄
の
根
源 

 

法
華
経
独
り
成
仏
の
法 

で
あ
っ
た
。
当
時
の
鎌
倉
の
人
口
は
現
在
我
々
が
想
像
す
る
よ
り
逼
か
に
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
（
昭
和
二
十 

 
 
 

六
年
十
一
月
二
十
一
日
鎌
倉
遊
覧
バ
ス
ガ
ー
ル
の
説
明
は
当
時
の
人
口
二
十
四
万
と
称
す
。
現
在
同
市
の
人
口
八 

 
 
 

万
五
千
、
筆
者
註
）
人
が
騒
ぐ
の
も
無
理
は
な
い
が
、
人
が
集
っ
て
来
る
の
も
無
理
は
な
い
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
旗
を
背
後
に
た
て
、
前
に
負
笈
を
置
き
、
そ
の
上
に
は
法
華
経
八
軸
の
経
巻
が
の
っ
て
い 

 
 
 

る
。
聴
衆
の
集
り
を
み
て
、
時
分
は
よ
し
と
思
わ
れ
た
か
、
聖
人
は
温
顔
を
た
た
え
て
口
を
開
か
れ
た
。 

「…
…

無
間
地
獄
は
死
ん
で
か
ら
後
の
こ
と
で
は
な
い
。
今
の
世
相
が
即
ち
地
獄
の
世
の
中
で
は
な
い
か
。
打
ち 

 
 
 

続
く
天
変
地
夭
の
姿
を
何
と
み
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
か
、
日
蓮
は
十
数
年
来
こ
れ
を
不
思
議
と
し 
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て
、
こ
れ
を
糺
明
す
る
た
め
に
経
文
に
眼
を
さ
ら
し
た
。 

し
か
る
に
か
く
な
る
こ
と
が
当
然
な
証
拠
を
経
文
に
見
出
し
た
か
ら
、
こ
れ
を
公
言
す
る
の
だ
。
法
華
経
に
今 

 
 
 

こ
の
三
界
は
皆
わ
が
有
な
り
、
そ
の
中
の
衆
生
は
悉
く
わ
が
子
な
り
と
い
わ
れ
た
こ
の
裟
婆
世
界
の
本
師
た
る
教 

 
 
 

主
釈
尊
を
全
く
忘
れ
て
他
方
無
縁
の
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
す
る
と
こ
ろ
よ
り
起
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
裟
婆
世
界
以 

 
 
 

外
の
仏
を
頼
ん
で
、
こ
の
世
の
中
は
仮
り
の
世
で
あ
る
と
し
、
弥
陀
の
世
界
に
生
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
念
願
と
し
て 

 
 
 

お
る
。
い
わ
ば
こ
の
世
の
中
は
一
夜
の
宿
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
ど
う
し
て
日
本
守
護 

 
 
 

の
諸
天
善
神
が
こ
の
土
を
守
護
し
て
く
れ
よ
う
か
。
わ
れ
等
は
こ
の
土
を
去
っ
て
西
方
安
楽
浄
土
の
世
界
に
行
く 

 
 
 

も
の
で
も
な
く
、
東
方
浄
瑠
璃
世
界
に
ゆ
く
も
の
で
も
な
い
。 

で
は
一
体
わ
れ
等
は
何
処
に
行
く
の
か
。
東
西
南
北
何
処
に
も
ゆ
か
ぬ
。
こ
の
大
地
に
今
日
蓮
が
立
つ
が
如 

 
 
 

く
、
こ
の
土
に
永
遠
に
住
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
の
中
が
、
余
り
に
も
悲
惨
な
世
の
中
だ
か
ら
早
く
よ
そ
の 

 
 
 

世
の
中
に
生
れ
た
い
と
考
え
る
。
一
応
も
っ
と
も
だ
。
だ
が
、
自
分
の
子
供
は
自
分
の
孫
達
は
、
や
は
り
こ
の
土 

 
 
 

に
生
れ
、
こ
の
世
の
中
に
棲
ん
で
お
る
で
は
な
い
か
。
何
故
悲
惨
な
世
の
中
な
ら
ば
そ
れ
を
も
っ
と
よ
い
世
の
中 

 
 
 

に
し
よ
う
と
考
え
な
い
の
か
。
努
力
し
よ
う
と
励
ま
な
い
の
か
。
仏
は
常
住
此
裟
婆
世
界
と
い
っ
て
、
永
遠
不
変 

 
 
 

に
こ
の
裟
婆
世
界
に
住
さ
れ
て
、
わ
が
子
た
る
わ
れ
わ
れ
一
切
衆
生
に
慈
悲
化
導
を
た
て
ら
れ
て
お
ら
れ
る
。
し 

 
 
 

か
る
に
そ
の
仏
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
裟
婆
世
界
の
一
切
衆
生
に
は
、
全
く
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
他
方
の
阿
弥 

 
 
 

陀
仏
を
拝
ん
で
お
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
日
本
国
の
一
切
は
釈
迦
の
仏
像
の
指
を
き
っ
て
弥
陀
の
手
相
に
こ
し
ら 
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え
な
お
し
て
お
る
の
が
今
の
世
の
中
で
あ
る
。
こ
れ
は
信
仰
の
上
か
ら
い
え
ば
、
仏
に
背
く
も
の
で
あ
り
、
実
生 

 
 
 

活
の
上
か
ら
い
え
ば
、
主
君
に
背
く
も
の
で
あ
り
、
親
に
背
く
者
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
人
々
の
集
り
を
地
獄
の
世
の
中
と
い
う
の
で
あ
る
。
衆
生
の
心
け
が
る
れ
ば
土
も
け
が
れ
る
、
常 

 
 
 

寂
光
土
な
る
べ
き
こ
の
上
が
、
無
間
地
獄
の
世
の
中
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
頻
々
た
る
天
変
地
夭
は
実
に
こ
の
悪 

 
 
 

法
の
と
が
に
よ
っ
て
競
い
来
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
も
そ
も
念
仏
の
法
門
は
唐
山
楊
州
の
善
導
和
尚
に
こ
と
は
じ
ま
る
。
そ
の
善
導
は
一
天
四
海
善
導
和
尚
を
も 

 
 
 

っ
て
念
仏
の
善
知
識
と
仰
ぐ
と
い
わ
れ
、
毎
日
の
所
作
に
は
阿
弥
陀
経
六
十
巻
念
仏
十
万
辺
と
云
い
、
称
名
念
仏 

 
 
 

一
辺
毎
に
三
体
の
仏
を
口
よ
り
出
す
と
云
い
伝
え
ら
れ
た
る
人
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
善
導
和
尚
の
臨
終
は
ど
う
で 

 
 
 

あ
っ
た
か
。
善
導
和
尚
最
後
臨
終
の
言
葉
に
「
此
の
身
諸
苦
に
責
め
ら
れ
て
い
と
う
べ
し
、
暫
く
も
休
息
す
る
こ 

 
 
 

と
な
し
」
即
ち
所
居
の
寺
の
前
の
柳
の
木
に
登
り
て
西
に
向
い
て
願
っ
て
曰
く
「
仏
の
威
神
以
て
我
を
取
り
観
音 

 
 
 

勢
至
来
て
又
我
を
助
け
玉
え
」
と
唱
え
終
っ
て
青
柳
の
上
よ
り
身
を
投
げ
て
自
絶
す
、
と
あ
っ
て
、
三
月
十
七
日 

 
 
 

に
頚
を
く
く
っ
た
が
、
縄
で
も
切
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ど
さ
っ
と
堅
い
土
の
上
に
お
ち
て
、
二
十
四
日
に
至
る
七 

 
 
 

日
七
夜
う
め
き
叫
ん
で
死
ん
で
お
る
。 

こ
れ
が
こ
れ
、
念
仏
の
法
門
を
最
初
に
い
い
出
し
た
善
導
和
尚
の
臨
終
で
あ
る
。
念
仏
は
無
間
地
獄
の
業
と 

 
 
 

は
、
日
蓮
が
発
明
で
は
な
い
ぞ
開
祖
御
自
身
が
証
明
し
て
お
る
の
だ
。
流
れ
を
汲
む
者
は
そ
の
源
を
忘
れ
ず
、
法 

 
 
 

を
行
ず
る
者
は
そ
の
師
の
跡
を
踏
む
べ
し
と
あ
れ
ば
、
皆
の
衆
の
中
で
念
仏
を
唱
う
る
人
な
ら
ば
、
す
べ
か
ら 
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く
、
師
の
跡
を
踏
ん
で
臨
終
の
時
に
善
導
の
如
く
頚
を
く
く
ら
ね
ば
師
匠
に
背
く
咎
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ど
う
じ 

 
 

ゃ
、
御
返
答
は
如
何
。 

涅
槃
経
に
「
若
し
仏
の
所
説
に
順
わ
ざ
る
者
あ
ら
ば
当
に
知
る
べ
し
、
是
の
人
は
是
れ
魔
の
眷
属
な
り
」
と
あ 

 
 
 

る
が
、
仏
の
所
説
に
従
わ
ず
、
経
文
も
不
用
と
叫
び
な
が
ら
、
し
か
も
こ
れ
仏
説
な
り
と
自
語
相
違
の
仏
教
を
興 

 
 
 

行
す
る
も
の
あ
り
と
せ
ば
正
し
く
こ
れ
こ
そ
涅
槃
経
に
説
く
所
の
魔
の
眷
属
で
あ
り
、
天
魔
の
教
え
と
い
わ
ざ
る 

 
 
 

を
得
な
い
。 

今
の
執
権
職
北
条
時
頼
公
の
帰
依
す
る
所
の
禅
が
そ
れ
だ
。
宋
の
国
よ
り
態
々
道
隆
を
招
い
て
建
長
寺
を
地
獄 

 
 
 

谷
の
刑
場
の
跡
に
創
建
し
た
が
、
建
長
寺
こ
そ
正
し
く
名
の
示
す
が
如
く
地
獄
谷
の
魔
城
で
あ
る
。
彼
等
は
教
外 

 
 
 

別
伝
、
不
立
文
字
、
仏
祖
不
伝
と
称
す
る
が
、
こ
れ
こ
そ
天
魔
の
声
で
あ
る
。
教
外
別
伝
、
不
立
文
字
と
は
何
処 

 
 
 

の
経
文
に
あ
る
や
と
い
え
ば
、
大
梵
天
王
問
仏
決
疑
経
に
あ
る
と
答
え
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
様
な
経
文
は
貞 

 
 
 

元
開
元
の
経
録
に
も
な
い
、
全
く
跡
形
も
な
い
偽
文
で
あ
る
。 

経
文
不
用
と
い
い
な
が
ら
金
剛
経
、
円
覚
経
を
読
誦
し
、
祖
師
不
用
と
云
い
な
が
ら
達
摩
大
師
を
本
尊
と
す 

 
 
 

る
。
経
文
は
月
を
さ
す
指
の
如
し
、
月
を
眺
む
れ
ば
指
は
不
用
也
と
い
い
、
仏
像
を
焼
い
て
尻
を
あ
ぶ
っ
て
大
悟 

 
 
 

徹
底
す
と
独
悟
す
、
こ
れ
天
魔
の
所
業
に
非
ず
し
て
な
ん
ぞ
、
す
べ
て
が
目
的
の
た
め
の
手
段
也
と
い
わ
ば
、
父 

 
 
 

母
は
生
れ
る
迄
の
手
段
か
、
天
の
三
光
地
の
五
穀
も
、
我
れ
が
生
き
る
た
め
の
手
段
か
、
こ
れ
理
性
の
仏
を
尊
ん 

 
 
 

で
わ
れ
に
均
し
と
思
う
増
上
慢
の
天
魔
の
所
業
で
あ
る
。 
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止
観
に
云
く
「
こ
れ
即
ち
法
滅
の
夭
怪
、
時
代
の
夭
怪
」
と
喝
破
し
て
お
る
が
、
正
し
く
こ
れ
鎌
倉
時
代
の
夭 

 
 
 

怪
で
あ
り
、
禅
こ
そ
天
魔
夭
怪
の
悟
り
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ…

…

」 


