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「
お
う
い
水
を
一
杯
く
れ
な
い
か
」 

鎌
倉
の
村
岡
の
街
道
で
、
一
人
の
侍
が
、
家
と
は
名
の
み
の
、
ぶ
っ
こ
わ
れ
か
か
っ
た
農
家
の
入
り
口
に
声
を 

 
 
 

か
け
た
。 

正
嘉
二
年
の
大
地
震
後
、
余
震
が
毎
日
の
よ
う
に
続
く
の
で
、
家
は
修
繕
し
て
も
し
よ
う
と
が
な
い
と
、
人
々 

 
 
 

を
あ
き
ら
め
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
み
え
て
、
鎌
倉
の
街
中
に
も
こ
わ
れ
か
か
っ
た
家
は
処
々
方
々
に
あ
っ
た
。
況 

 
 
 

わ
ん
や
街
は
ず
れ
の
農
家
な
ぞ
は
ま
と
も
に
建
っ
て
い
る
家
の
方
が
珍
し
い
程
度
で
あ
る
。 

侍
は
声
を
か
け
て
も
、
返
事
が
な
い
の
で
、
一
段
と
大
き
な
声
で
ど
鳴
っ
た
。 

「
お
う
い
っ
、
誰
も
お
ら
ん
の
か
、
水
が
一
杯
所
望
と
い
う
の
だ
」 

「…
…
…

」 
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相
変
ら
ず
返
事
が
な
い
。 

「
お
ら
ん
の
だ
な
あ
、
誰
も
、
お
ら
ん
け
れ
ば
仕
方
が
な
い
な
あ
」 

侍
は
独
り
ご
と
を
い
い
な
が
ら
、
農
家
の
裏
手
に
廻
っ
た
。
谷
の
多
い
鎌
倉
で
は
大
抵
の
農
家
の
裏
手
に
は
綺 

 
 
 

麗
な
か
け
ひ
の
水
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。 

「
お
や
っ
」 

侍
は
驚
い
た
よ
う
な
声
を
し
た
。 

か
け
ひ
は
あ
る
。
だ
が
水
が
一
滴
も
流
れ
て
お
ら
な
い
。
か
け
ひ
や
水
桶
に
つ
く
青
苔
が
、
ど
す
黒
く
ひ
か 

 
 
 
 
 

ら
び
て
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
り
、
こ
れ
が
呑
み
水
を
た
め
て
置
く
水
桶
か
と
疑
う
程
の
、
あ
わ
れ
な
残
骸
で
あ
っ 

 
 
 

た
。 

「
打
ち
続
く
地
震
の
た
め
に
、
水
脈
が
変
っ
て
、
水
が
出
な
く
な
っ
た
と
み
え
る
。
水
が
出
ん
よ
う
で
は
、
棲
む 

 
 
 

人
も
こ
の
家
に
は
お
ら
ん
の
だ
ろ
う
」 

余
程
喉
が
か
わ
い
て
い
る
と
み
え
て
、
侍
は
失
望
し
た
顔
を
し
な
が
ら
、
足
を
早
め
て
農
家
の
入
口
ま
で
き
た 

 
 
 

が
、
空
き
屋
に
な
っ
た
家
に
、
二
度
ま
で
も
声
を
か
け
た
、
自
分
の
用
心
の
悪
さ
を
苦
笑
し
て
お
る
様
子
で
あ
っ 

 
 

た
。 

「
拙
者
の
勘
は
、
そ
ん
な
に
に
ぶ
く
な
っ
た
の
か
な
あ
、
空
き
屋
に
案
内
の
声
を
か
け
る
程
に…

…

信
じ
ら
れ
ん 

 
 
 

こ
と
だ…

…

」 
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そ
う
い
い
な
が
ら
、
家
の
中
へ
は
い
り
込
ん
だ
。 

甍
瓦
破
ぶ
れ
て
霧
不
断
の
香
を
焚
く
と
い
う
形
容
が
あ
る
が
、
そ
ん
な
風
流
と
は
お
よ
そ
縁
遠
い
光
景
で
あ
る
。 

破
れ
た
屋
根
か
ら
は
、
外
の
陽
が
方
々
に
直
射
し
て
家
の
中
は
明
暗
の
縞
模
様
が
入
り
乱
れ
て
い
る
。
侍
は
茫
然 

 
 

と
し
て
暫
く
つ
っ
た
っ
た
。 

一
つ
の
直
射
光
を
浴
び
て
、
五
十
歳
位
の
百
姓
が
壁
に
よ
り
か
か
っ
て
、
う
つ
ろ
な
眼
を
開
い
て
い
る
。
出
山 

 
 
 

の
釈
迦
と
い
う
有
名
な
絵
が
あ
る
が
ま
さ
し
く
あ
の
形
相
で
あ
る
。 

顔
の
中
に
あ
る
も
の
は
、
に
ぶ
い
光
を
放
つ
両
の
眼
だ
け
で
、
鼻
も
口
も
な
く
な
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
申 

 
 
 

し
訳
に
ま
と
っ
た
着
物
の
下
は
、
骨
と
皮
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
恰
好
で
知
れ
る
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
食
う
こ 

 
 
 

と
な
の
だ
。
ど
ん
な
え
ら
そ
う
な
こ
と
を
い
っ
た
っ
て
食
わ
な
げ
れ
ば
死
ん
で
し
ま
う
。
偉
い
と
他
人
か
ら
い
わ 

 
 
 

れ
る
人
間
は
、
必
ず
う
ま
い
も
の
を
沢
山
食
っ
て
い
る
。
世
の
中
の
下
積
み
に
な
っ
て
毎
日
毎
日
あ
く
せ
く
と
働 

 
 
 

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
、
ま
ず
い
物
さ
え
腹
一
杯
食
え
な
い
で
い
る
。
こ
れ
が
人
の
世
の
生
き
る
と
い
う
こ 

 
 
 

と
の
約
束
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
飢
饉
は
直
接
に
食
い
物
を
つ
く
っ
て
お
る
百
姓
に
一
番
早
く
や
っ
て
来
る 

 
 
 

と
い
う
矛
盾
が
世
の
中
に
あ
る
の
だ
。
働
か
な
い
者
に
は
、
直
接
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ
て
お
ら
な
い
者
に
は
飢
餓 

 
 
 

は
一
番
お
そ
く
や
っ
て
く
る
。
何
時
の
世
と
て
も
同
じ
と
い
え
よ
う
。 

「
ど
う
し
た
っ…

…

」 

侍
は
慈
愛
の
言
葉
を
か
け
た
。 
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「…
…
…

」 

返
事
が
な
い
。
百
姓
は
ロ
と
お
ぼ
し
き
あ
た
り
か
ら
何
か
を
、
お
び
た
だ
し
く
喝
っ
と
吐
い
た
。
土
だ
、
壁
の 

 
 
 

土
だ
。
な
る
程
、
百
姓
の
膝
許
に
は
沢
山
な
壁
土
が
お
か
れ
て
あ
っ
た
。
こ
の
百
姓
は
食
う
物
が
な
く
て
、
部
屋 

 
 
 

の
壁
土
を
く
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。 

「
ど
う
だ…

…

」
れ
を
食
べ
な
い
か
」 

侍
は
腰
の
包
み
に
手
を
や
る
と
、
握
り
飯
を
手
早
く
取
り
出
し
て
百
姓
に
み
せ
た
。 

「
め
し…

…

」 

百
姓
は
思
っ
た
よ
り
、
大
き
な
声
で
い
っ
た
。
ま
だ
ど
こ
か
に
生
き
る
気
力
が
残
っ
て
い
る
ら
し
い
。 

「
め
し…

…

め
し
が
、
ま
だ
あ
っ
た
の
か
」 

百
姓
は
い
っ
た
。
恨
み
を
こ
め
た
声
で
あ
っ
た
。
壁
土
を
皆
ん
な
が
食
べ
て
い
る
と
思
っ
だ
の
に
、
飯
を
食
っ 

 
 
 

て
る
奴
が
、
ま
だ
世
の
中
に
お
っ
た
の
か
と
憤
っ
て
お
る
の
で
あ
っ
た
。 

「
く
れ
、
め
し
を
く
れ
」 

両
の
手
を
打
ち
震
わ
し
て
握
り
飯
の
方
へ
身
体
を
す
り
よ
せ
よ
う
と
も
が
い
て
い
る
。 

「
お
食
べ
な
さ
い
」 

侍
は
握
り
飯
を
も
っ
た
ま
、
床
の
上
に
土
足
で
上
っ
て
い
っ
た
。
得
体
０
知
れ
な
い
臭
い
が
部
中
に
漂
っ 

 
 
 
 
 

て
い
る
。 
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「
お
あ
が
り
っ
」 

と
握
り
飯
を
差
し
出
し
た
が
、
百
姓
の
拝
む
よ
う
な
両
の
手
に
は
、
侍
は
握
り
飯
を
の
せ
て
は
や
ら
な
か
っ
た
。 

 
 
 

生
き
埋
め
に
さ
れ
た
も
の
が
、
急
に
陽
の
目
を
み
る
と
盲
目
に
な
る
と
い
う
。
長
い
間
食
わ
な
い
で
い
る
者
に
、 

 
 
 

米
の
飯
を
食
わ
す
と
、
一
辺
に
死
ぬ
と
い
う
話
を
侍
は
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

「
百
姓
、
ど
う
し
た
と
い
う
の
だ…

…

何
か
い
う
こ
と
は
な
い
の
か
」 

百
姓
の
顔
に
は
死
相
が
漂
っ
て
い
る
の
を
侍
は
見
て
と
っ
た
。 

「
は
い
っ
」 

地
獄
の
底
か
ら
響
い
て
く
る
と
い
っ
て
も
よ
い
返
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
、
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
仔 

 
 
 

細
を
語
っ
た
。 

打
ち
続
く
飢
饉
の
た
め
に
食
い
物
は
全
く
な
く
な
り
糠
に
わ
ら
を
ま
ぜ
て
食
べ
て
お
っ
た
が
、
そ
の
糠
も
わ
ら 

 
 
 

も
遂
に
な
く
な
り
、
野
山
に
草
を
さ
が
す
気
力
も
つ
き
は
て
て
、
一
家
五
人
壁
土
を
食
う
よ
う
な
仕
末
に
な
っ
て 

 
 
 

し
ま
っ
た
。 

妻
は
こ
の
十
日
程
前
に
な
く
な
っ
て
、
こ
の
筵
の
下
に
あ
る
の
が
そ
の
死
骸
で
あ
る
と
い
う
。
な
る
程
膝
許
の 

 
 
 

こ
ぼ
れ
た
壁
土
の
下
に
一
枚
の
筵
が
あ
る
。
筵
の
下
に
人
間
の
死
骸
が
あ
ろ
う
と
は
思
え
ぬ
程
ぺ
し
ゃ
ん
こ
で
あ 

 
 

る
。
ひ
も
の
の
よ
う
に
、
か
ら
か
ら
に
な
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
て
、
小
さ
く
縮
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

自
分
の
弟
の
死
骸
も
土
間
の
隅
に
あ
り
ま
す
と
力
な
く
顎
で
示
し
て
み
せ
た
。
余
り
の
こ
と
に
侍
は
思
わ
ず
足 
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許
に
力
が
入
っ
て
、
床
の
板
を
ふ
み
し
め
た
。
ぼ
き
ん
と
割
れ
る
よ
う
な
音
が
し
た
が
、
こ
の
音
に
百
姓
の
傍
に 

 
 
 

あ
っ
た
古
つ
づ
ら
の
隅
か
ら
、
大
き
な
鼠
が
五
、
六
匹
、
き
い
き
い
啼
き
た
て
な
が
ら
逃
げ
出
し
て
い
っ
た
の
で 

 
 
 

あ
る
。
そ
の
古
つ
づ
ら
は
荒
繩
で
し
ば
ら
れ
て
い
た
。 

つ
づ
ら
の
中
は
何
か
と
問
え
ば
、
百
姓
は
自
分
の
子
供
が
入
れ
て
あ
り
ま
す
と
い
う
。
妻
は
二
人
の
男
の
子
に 

 
 
 

食
べ
さ
せ
る
た
め
に
、
自
分
が
食
わ
な
か
っ
た
の
で
早
く
死
ん
だ
。
妻
が
な
く
な
る
と
二
人
の
男
の
子
は
ひ
も
じ 

 
 
 

さ
に
お
母
さ
ん
と
呼
び
、
食
い
物
を
く
れ
と
、
母
親
の
死
ん
だ
こ
と
も
知
ら
ず
に
、
死
骸
に
毎
日
と
り
す
が
っ
て 

 
 
 

喚
め
い
て
い
た
が
、
軈
て
余
り
の
空
腹
に
た
え
か
ね
た
と
み
え
て
、
二
人
の
子
供
は
お
互
い
に
相
手
の
手
足
を
自 

 
 
 

の
口
に
入
れ
て
、
血
み
ど
ろ
に
な
っ
て
噛
み
合
う
と
い
う
始
末
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
の
子
供
の
畜
生
道
さ
な 

 
 
 
 

が
ら
の
行
状
に
、
た
ま
り
か
ね
、
一
人
は
櫃
の
中
へ
、
一
人
は
こ
の
つ
づ
ら
の
中
へ
入
れ
て
荷
繩
を
か
け
早
く
死 

 
 
 

ぬ
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
ど
う
や
ら
、
両
人
と
も
死
ん
だ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
と
語
る
の
だ
っ
た
。 

 
 百

姓
は
こ
れ
だ
け
の
話
を
や
っ
と
話
す
と
、
握
り
飯
を
く
れ
と
い
う
元
気
も
な
く
な
っ
て
、
が
っ
く
り
と
前
へ 

 
 
 

の
め
っ
て
し
ま
っ
た
。
死
ん
だ
の
だ
。 

侍
は
百
姓
の
前
に
握
り
飯
を
置
い
た
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

…
…
…
…
…
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「
名
越
の
お
聖
人
さ
ま
に
こ
の
百
姓
の
話
を
し
よ
う
、
そ
し
て
こ
の
苦
し
み
は
ど
こ
か
ら
来
る
か
を
聞
こ
う
。
そ 

 
 
 

し
て
解
決
し
て
貰
う
ぞ
」 

侍
は
合
掌
を
終
え
る
と
農
家
か
ら
と
び
出
し
た
。
足
は
名
越
の
聖
人
の
草
庵
に
向
か
っ
て
い
た
。 

二 

「
打
ち
続
く
天
変
地
夭
、
飢
饉
疫
癘
、
今
日
も
ま
た
お
聖
人
様
の
と
こ
ろ
に
来
る
途
中
で
、
餓
死
し
て
ゆ
く
親
子 

 
 
 

を
ま
の
あ
た
り
に
み
て
参
り
ま
し
た
。
あ
あ
堪
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
お
聖
人
様
、
こ
の
世
の
中
は
ど
う
な 

 
 
 
 

っ
て
ゆ
く
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
救
う
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
、
お
教
え
下
さ
い…

 
 
 

…

」 荏
原
義
宗
と
い
う
若
い
武
士
が
聖
人
の
前
に
必
至
な
顔
を
し
て
問
う
の
で
あ
っ
た
。 

「
今
、
こ
の
三
界
は
わ
が
有
な
り
、
そ
の
中
の
衆
生
は
悉
く
わ
が
子
な
り
、
と
仏
は
法
華
経
に
い
わ
れ
て
お
る
。 

 
 
 

天
変
地
夭
飢
饉
疫
癘
も
三
界
の
中
の
出
来
事
で
あ
り
、
餓
死
し
、
夭
折
す
る
人
々
も
ま
た
仏
の
子
で
あ
る
。
ど
う 

 
 
 

し
て
こ
れ
を
救
い
得
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
先
ず
仏
の
言
葉
を
崇
む
べ
き
で
あ
り
、
仏
の
言
葉
を
信
ず
べ
き
で 

 
 
 

あ
る
」 

聖
人
は
厳
然
と
答
え
て
言
葉
を
続
け
る
。 
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「
だ
が
、
仏
の
言
葉
と
い
っ
て
も
、
仏
の
本
当
の
言
葉
を
崇
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
が
方
便
の
た
め
に
い
わ 

 
 
 

れ
た
よ
う
な
言
葉
を
基
と
し
て
は
な
ら
ん
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
法
華
経
以
外
の
諸
経
は
そ
の
経
文
自
身
が
明
ら 

 
 
 

か
に
示
し
て
お
る
が
如
く
方
便
の
教
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
の
世
の
中
は
ど
う
か
、
法
華
経
以
外
の
諸
経
を
基
と 

 
 
 

し
て
、
こ
の
天
変
地
夭
を
退
治
し
よ
う
と
し
て
お
る
。
即
ち
弥
陀
の
名
号
を
唱
え
た
り
薬
師
如
来
を
頼
ん
だ
り
、 

 
 
 

仁
王
経
の
講
座
を
設
け
れ
ば
七
難
が
七
福
と
な
る
ぞ
と
教
え
た
り
、
或
い
は
真
言
秘
密
の
祈
禱
に
の
っ
と
っ
て
、 

 
 
 

五
瓶
の
水
を
そ
そ
い
だ
り
す
る
の
類
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
こ
れ
等
は
世
の
中
を
救
済
す
る
ど
こ
ろ
か
、
益
々
世 

 
 
 

の
中
を
混
乱
さ
せ
て
お
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
或
る
者
は
現
世
に
仏
の
救
済
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
後
生
な
ぞ 

 
 
 

な
い
も
の
だ
、
未
来
な
ぞ
は
な
い
も
ん
だ
と
、
却
っ
て
恨
み
を
ふ
く
ん
で
天
を
仰
ぎ
地
に
伏
し
て
悶
絶
す
る
と 

 
 
 
 

い
っ
た
態
で
あ
る
。 

災
難
の
因
っ
て
来
た
る
原
因
を
除
け
ば
災
難
は
な
く
な
る
訳
で
あ
る
。
光
明
最
勝
王
経
に
は
、
正
し
い
法
が
あ 

 
 
 

っ
て
も
、
そ
の
国
に
流
布
し
な
い
よ
う
な
ら
ば
四
天
は
国
を
守
ら
な
い
と
あ
る
。
四
天
王
の
守
護
し
な
い
国
に
は 

 
 
 

必
ず
、
天
変
地
夭
飢
饉
疫
癘
が
あ
る
の
は
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
等
の
災
難
に
も
ま
し
て
最
も
恐
る 

 
 
 

べ
き
こ
と
が
こ
れ
か
ら
起
る
の
だ
と
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
ん
こ
と
が
あ
る
の
だ
。 

そ
れ
は
な
に
か
と
言
え
ば
、
薬
師
経
の
中
の
日
月
薄
蝕
之
難
、
非
時
風
雨
之
難
、
過
時
不
雨
之
難
等
々
の
天
変 

 
 
 

地
夭
に
属
す
る
五
難
は
今
眼
前
に
起
っ
て
お
る
が
未
だ
起
ら
ざ
る
二
難
が
あ
る
。
経
文
に
示
す
五
難
が
こ
こ
数
年 

 
 

来
、
頻
々
と
し
て
相
連
続
し
て
惹
起
し
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
や
残
る
と
こ
ろ
の
二
難
が
起
り
来
た
る
こ
と 
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は
理
の
当
然
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
残
る
所
の
二
難
と
は
、
外
国
が
こ
の
日
国
に
攻
め
い
っ
て
来
る
と
い
う
他 

 
 
 
 

国
侵
逼
之
難
と
、
自
国
中
に
同
志
討
ち
が
始
ま
る
と
い
う
自
界
叛󠄀
逆
之
難
と
で
あ
る
。 

国
が
亡
び
る
と
い
う
こ
と
は
大
事
の
中
の
大
事
で
あ
り
、
国
を
失
い
家
を
滅
し
た
な
ら
ば
何
処
に
世
を
逃
れ
よ 

 
 
 

う
と
す
る
の
か
、
す
べ
か
ら
く
仏
者
た
る
も
の
出
家
た
る
も
の
は
こ
こ
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

天
変
の
地
夭
の
と
騒
ぎ
た
て
て
、
眼
前
の
事
実
に
心
を
奪
わ
れ
、
こ
の
災
難
を
退
治
し
よ
う
と
の
み
心
を
く
だ 

 
 
 

い
て
、
あ
ら
ゆ
る
祈
禱
を
あ
ら
そ
っ
て
諸
宗
の
僧
侶
は
い
た
し
て
お
る
が
、
国
家
が
滅
亡
し
よ
う
と
い
う
、
こ
の 

 
 
 

来
た
る
べ
き
未
曾
有
の
国
難
に
対
し
て
は
、
ま
だ
誰
一
人
と
し
て
こ
れ
を
憂
い
、
こ
れ
を
論
じ
た
も
の
が
な
い
の 

 
 
 

が
現
状
で
あ
る
。 

し
か
し
こ
こ
に
誤
っ
て
は
な
ら
ぬ
一
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
ず
国
家
を
祈
っ
て
仏
法
を
立
つ
べ
し
と
の
み
い 

 
 
 

っ
て
、
国
家
の
安
泰
を
願
う
こ
と
の
み
に
力
を
い
れ
す
ぎ
て
、
法
の
邪
正
を
吟
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は 

 
 
 

な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
国
は
法
に
よ
っ
て
栄
え
る
の
で
あ
る
が
、
邪
法
に
よ
っ
て
栄
え
る
も
の
で
は
な
く
正
法
に
よ 

 
 
 

っ
て
の
み
国
は
栄
え
る
の
で
あ
る
。
今
日
本
国
の
一
切
の
寺
塔
の
仏
像
等
は
形
は
仏
に
似
て
お
る
が
、
心
は
仏
で 

 
 
 

は
な
く
、
九
界
の
衆
生
、
迷
え
る
凡
夫
の
心
そ
の
も
の
で
あ
る
。
国
費
の
無
駄
な
消
費
で
あ
っ
て
一
向
に
祈
と
は 

 
 
 

な
ら
ず
、
還
っ
て
変
じ
て
魔
と
な
り
鬼
と
な
り
、
国
主
及
び
万
民
を
わ
ず
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に 

 
 
 

邪
法
に
よ
っ
て
国
家
を
祈
る
が
故
で
あ
る
。 

「
人
王
八
十
一
代
を
ば
安
徳
天
皇
と
申
す
。
父
は
高
倉
院
の
長
子
母
は
太
政
入
道
の
女
建
礼
門
院
な
り
、
此
の
王 
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は
元
歴
元
年
三
月
二
十
四
日
八
歳
に
し
て
海
中
に
崩
じ
給
い
き
、
此
の
王
は
源
頼
朝
将
軍
に
せ
め
ら
れ
て
海
中
の 

 
 
 

い
ろ
く
ず
の
食
と
な
り
給
う
。
人
王
八
十
二
代
は
隠
岐
の
法
皇
と
申
す
。
高
倉
院
の
第
三
の
王
子
、
文
治
元
年
御 

 
 
 

即
位
、
八
十
三
代
に
は
阿
波
の
院
、
隠
岐
の
法
皇
の
長
子
建
仁
二
年
位
に
つ
き
給
う
、
八
十
四
代
に
は
佐
渡
の
院 

 
 
 

隠
岐
の
法
皇
の
第
二
の
王
子
、
承
久
三
年
二
月
二
十
六
日
に
王
位
に
つ
き
給
う
、
同
じ
く
七
月
に
佐
渡
の
島
に
う 

 
 
 

つ
さ
れ
給
う
」
こ
の
承
久
の
乱
の
事
実
が
「
日
本
国
の
王
と
な
る
人
は
天
照
太
神
の
御
魂
が
入
り
か
わ
ら
せ
給
う 

 
 
 

王
な
り
」
と
い
う
立
派
な
方
々
に
起
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
事
実
か
ら
押
し
て
、
大
集
経
に
あ
る
「
隣
国
の
為
に
侵
入
せ
ら
れ
ん
」
金
光
明
経
に
言
う
「
他
方
の
怨
賊 

 
 
 

国
内
を
侵
掠
す
」
仁
王
経
に
示
す
「
四
方
の
賊
来
た
り
て
国
を
侵
す
」
と
い
う
経
文
の
事
実
が
こ
の
日
本
国
に
惹 

 
 
 

起
し
て
も
け
っ
し
て
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
日
蓮
が
こ
れ
を
い
え
ば
世
を
騒
が
す
も
の
と
人
々
は
い
う 

 
 
 

が
、
経
文
の
示
す
と
こ
ろ
な
れ
ば
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
の
で
あ
る
」 

三 

「
聖
人
！
文
章
家
を
も
っ
て
任
じ
、
文
章
家
を
も
っ
て
北
条
家
に
宮
仕
え
す
る
こ
の
比
企
大
学
三
郎
が
、
こ
の
た 

 
 
 

び
ほ
ど
、
己
れ
の
無
力
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」 

「
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
、
大
学
殿
」 



 

199 立正安国論 
 

「…
…

立
正
安
国
論
の
草
稿
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
感
じ
た
こ
と
で
す
。
京
都
時
代
の
御
交
友
の
誼
み
を 

 
 
 

も
っ
て
遠
慮
な
く
申
し
上
げ
ま
す
が
、
先
ず
最
初
に
無
礼
を
お
赦
し
下
さ
い
。
実
は
、
こ
れ
は
立
正
安
国
論
の
草 

 
 
 

稿
で
、
執
権
職
北
条
時
頼
殿
へ
献
策
い
た
す
か
ら
、
文
章
の
悪
い
と
こ
ろ
を
訂
正
し
て
ほ
し
い
と
、
過
日
拙
宅
を 

 
 
 

わ
ざ
わ
ざ
お
尋
ね
下
さ
っ
て
拙
者
に
申
さ
れ
ま
し
た
時
は
、
拙
者
も
当
代
の
文
章
家
を
も
っ
て
任
ず
る
手
前
、
聖 

 
 
 

人
の
前
に
先
生
の
よ
う
な
気
持
で
お
り
ま
し
た
。
し
か
る
に
一
読
た
だ
た
だ
茫
然
自
失
の
態
で
す
。
大
空
に
輝
く 

 
 
 

日
輪
に
向
か
っ
て
誰
が
善
意
の
批
評
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
批
評
す
る
も
の
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
個
人
の 

 
 
 

環
境
の
相
違
個
人
の
心
柄
の
問
題
で
あ
っ
て
、
あ
く
迄
も
日
輪
の
批
評
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
世
の
中
に
は
批
評
を 

 
 
 

絶
た
か
文
章
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
立
正
安
国
論
が
そ
れ
で
す
。
こ
れ
は
文
章
を
通
り
越
し
て
魂
そ
の
も
の 

 
 
 

で
す
。
打
ち
続
く
天
変
地
夭
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
人
々
を
何
と
か
し
て
救
っ
て
や
り
た
い
と
い
う
仏
の
魂
を
紙
に 

 
 
 

つ
ら
ね
た
も
の
で
す
。
こ
の
文
章
こ
そ
永
遠
に
死
ぬ
こ
と
の
な
い
文
章
で
す
。
立
正
安
国
論
は
文
章
の
豪
華
壮
麗 

 
 
 

さ
を
も
っ
て
人
を
驚
か
す
の
を
目
的
と
す
る
文
章
で
は
勿
論
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
く
ま
ず
し
て
そ
れ
に
な
り
き
っ 

 
 
 

て
お
る
と
い
う
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
お
聞
き
下
さ
い
。
あ
の
松
籟
の
音
を
」 

大
学
三
郎
は
言
葉
を
や
め
て
、
聖
人
と
顔
を
見
合
わ
せ
た
。
開
け
は
な
さ
れ
た
座
敷
、
一
し
き
り
松
風
の
音 

 
 
 

が
、
二
人
の
間
を
さ
お
っ
と
、
か
け
ぬ
け
て
ゆ
く
。
文
応
元
年
の
五
月
で
あ
る
。
鎌
倉
の
滑
川
を
左
に
お
れ
る
と 

 
 
 

小
さ
な
谷
が
あ
る
。
こ
こ
を
比
企
谷
と
い
う
、
こ
の
あ
た
り
は
松
の
樹
が
多
い
。 

「
自
然
は
た
く
ま
ず
し
て
一
つ
の
格
調
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
松
籟
の
音
も
、
大
洋
の
濤
の
音
も
、
さ
て
は
小
河 
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の
さ
さ
や
き
も
、
一
つ
の
妙
な
る
し
ら
べ
を
自
ら
も
っ
て
お
り
ま
す
。
偉
大
な
る
魂
の
文
学
は
こ
れ
ま
た
、
た
く 

 
 
 

ま
ず
し
て
一
つ
の
雄
大
な
る
格
調
を
も
っ
て
お
る
も
の
で
す
が
、
立
正
安
国
論
の
文
章
は
そ
れ
に
到
達
し
て
お
り 

 
 
 

ま
す
。
さ
て
以
上
は
文
章
上
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
私
を
驚
か
し
た
の
は
勿
論
そ
の
内
容
で
す
。
立
正
安 

 
 
 

国
論
を
拝
読
し
て
私
は
始
め
て
、
七
月
八
月
の
盛
夏
に
雪
の
ふ
っ
た
と
い
う
未
曾
有
の
出
来
事
の
原
因
が
わ
か
り 

 
 
 

ま
し
た
。
鎌
倉
の
海
の
水
が
変
色
し
て
お
び
た
だ
し
く
死
魚
の
あ
っ
た
原
因
が
、
或
は
京
都
で
は
灰
が
ふ
っ
た
と 

 
 
 

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
い
わ
れ
が
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
持
が
い
た
し
ま
す
。
天
変
地
夭
は
故
な
く
し
て 

 
 
 

来
た
訳
で
は
な
く
、
飢
饉
疫
癘
は
よ
っ
て
来
た
る
べ
き
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
よ
う
や
く
立
正
安
国
論
に
よ
っ
て 

 
 
 

了
解
い
た
し
ま
し
た
。
聖
人
、
こ
の
上
は
一
刻
も
早
く
こ
の
立
正
安
国
論
を
北
条
時
頼
殿
に
献
策
い
た
す
こ
と
で 

 
 

す
。
こ
れ
が
、
こ
の
立
正
安
国
論
の
文
章
を
添
作
せ
よ
と
忽
体
な
く
も
聖
人
よ
り
た
の
ま
れ
ま
し
た
大
学
三
郎
が 

 
 
 

い
え
る
た
っ
た
一
つ
の
言
葉
で
す
。
学
者
と
い
う
も
の
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
だ
と
自
覚
い
た
し
ま
し
た
。
た
だ
も 

 
 
 

の
を
覚
え
て
お
る
だ
け
で
す
。
記
憶
し
て
お
る
だ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
粉
飾
し
て
文
字
に
つ
ら
ね
て
お
る
の 

 
 
 

が
文
章
家
で
し
ょ
う
が
、
近
年
よ
り
近
日
に
至
る
こ
の
天
変
地
夭
を
た
だ
紙
の
上
に
記
録
す
る
だ
け
で
、
そ
の
原 

 
 
 

因
を
究
め
よ
う
と
も
せ
ず
に
お
り
ま
し
た
。
よ
っ
て
来
た
る
由
縁
を
漠
然
と
は
考
え
て
み
た
こ
と
も
あ
り
ま
す 

 
 
 
 

が
一
向
他
人
に
語
っ
て
き
か
す
程
の
し
っ
か
り
し
た
も
の
は
掴
ん
で
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
聖
人
、
私
を
今
後 

 
 
 
 

と
も
御
指
導
下
さ
い
ま
し
、
立
正
安
国
論
の
草
稿
を
先
ず
最
初
に
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
の
比
企
大
学
三 

 
 
 

郎
、
ま
こ
と
に
仏
縁
の
深
い
こ
と
と
感
銘
に
た
え
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
今
後
と
も
信
心
を
怠
る
も
の
で
は
あ 
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り
ま
せ
ん
」 

—
—
—
—

こ
の
比
企
大
学
三
郎
は
後
年
、
大
聖
人
の
池
上
に
お
け
る
葬
儀
の
列
中
に
大
切
な
役
割
を
担
当
し
て
お
る 

 
 
 
 

こ
と
を
み
て
も
、
以
上
の
言
葉
が
む
な
し
く
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
お
る———— 

「
い
や
い
や
過
分
な
お
言
葉
を
賜
わ
っ
て
、
恐
縮
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
日
蓮
も
早
速
に
こ
の
立
正
安
国
論
を
宿 

 
 
 

屋
佐
衛
門
尉
光
則
殿
を
通
じ
て
北
条
時
頼
殿
に
献
上
い
た
す
所
存
で
お
り
ま
す
。
そ
の
砌
り
殿
中
に
お
い
て
朗
読 

 
 
 

申
し
上
げ
て
下
さ
る
役
目
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
貴
公
大
学
三
郎
殿
で
す
。
そ
の
貴
公
に
は
こ
の
日
蓮
、
京
都
に 

 
 
 

お
い
て
遊
学
の
砌
り
に
い
ろ
い
ろ
と
御
指
導
を
賜
わ
っ
た
不
思
議
な
仏
縁
、
た
だ
有
難
く
思
っ
て
お
り
ま
す
」 

 
 
 

「
聖
人
、
立
正
安
国
論
を
殿
中
に
お
い
て
時
頼
殿
の
御
前
に
朗
読
い
た
す
の
は
勿
論
私
の
役
目
で
ご
ざ
い
ま
す 

 
 
 

が
、
往
時
を
懐
古
す
れ
ば
涙
滂
沱
た
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
父
の
比
企
能
員
は
鎌
倉
二
代
将
軍
頼
家
公
の
恩
寵
を 

 
 
 

受
け
た
若
狭
局
の
父
と
し
て
鎌
倉
幕
府
に
時
を
得
て
お
り
ま
し
た
が
、
北
条
時
政
に
よ
っ
て
亡
ぼ
さ
れ
、
私
は
兵 

 
 
 

火
の
京
都
に
逃
が
れ
て
今
日
に
い
た
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
学
三
郎
は
北
条
方
に
い
わ
せ
れ
ば
、
い
わ
ば 

 
 
 

謀
叛󠄀
人
の
子
供
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
謀
叛󠄀
人
の
子
供
が
、
聖
人
の
立
正
安
国
論
を
殿
中
に
お
い
て
朗
読
い
た
す
の 

 
 
 

で
ご
ざ
い
ま
す
。
感
な
き
を
得
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
父
は
自
分
の
孫
一
幡
公
を
も
っ
て
将
軍
に
し
よ
う
と 

 
 

し
、
北
条
時
政
は
そ
の
孫
千
幡
公
を
も
っ
て
将
軍
に
た
て
よ
う
と
し
て
、
時
利
あ
ら
ず
し
て
父
は
時
政
に
亡
ぼ 

 
 
 
 

さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
父
も
正
義
と
思
い
北
条
時
政
も
自
分
を
正
義
と
思
っ
て
お
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ 

 
 
 

が
果
し
て
い
ず
れ
が
正
義
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
の
よ
う
な
ど
っ
ち
で
も
よ
い
よ
う
な
正
義
を
も
っ
て
国 
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を
治
め
ら
れ
た
の
で
は
人
民
こ
そ
た
ま
り
ま
せ
ん
。
自
分
だ
け
に
都
合
の
よ
い
正
義
が
横
行
す
る
。
こ
れ
で
は
天 

 
 
 

も
怒
る
で
し
ょ
う
。
地
も
激
怒
す
る
筈
で
す
。
何
を
も
っ
て
人
民
を
治
む
べ
き
か
。
人
の
世
の
口
に
す
る
正
義 

 
 
 
 

な
ど
の
外
に
正
法
と
い
う
も
の
が
厳
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
正
法
に
住
し
て
こ 

 
 
 

そ
国
は
安
泰
で
あ
る
と
聖
人
の
立
正
安
国
論
は
教
え
て
お
り
ま
す
。
立
正
安
国
論
に
「
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改 

 
 
 

め
て
速
か
に
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
。
然
ら
ば
則
ち
三
界
は
仏
国
な
り
仏
国
そ
れ
お
と
ろ
え
ん
や
。
十
方
は
悉
く 

 
 
 

宝
土
な
り
。
宝
土
な
ん
ぞ
や
ぶ
れ
ん
や
。
国
に
衰
微
な
く
土
に
破
壊
な
く
ん
ば
身
は
こ
れ
安
全
に
し
て
心
は
こ
れ 

 
 
 

禅
定
な
ら
ん
。
此
の
こ
と
ば
此
の
こ
と
ば
信
ず
べ
く
崇
む
べ
し
」
と
は
、
仏
者
た
る
聖
人
が
天
下
国
家
の
た
め
に 

 
 
 

北
条
時
頼
殿
に
進
言
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
る
に
私
の
父
比
企
能
員
が
謀
叛󠄀
人
の
汚
名
を 

 
 
 

き
て
北
条
時
政
に
殺
さ
れ
て
よ
り
建
仁
三
年
か
ら
本
年
五
十
七
年
、
父
の
敵
た
る
時
政
の
末
孫
北
条
時
頼
殿
に
、 

 
 
 

謀
叛󠄀
人
の
子
と
い
わ
れ
た
こ
の
大
学
三
郎
が
、
殿
中
に
お
い
て
、
時
頼
殿
に
真
の
政
治
の
あ
り
か
た
を
示
し
、
天 

 
 
 

下
泰
平
国
土
安
穏
の
秘
術
を
説
く
聖
人
の
立
正
安
国
論
を
朗
読
い
た
す
の
で
す
。
私
は
今
こ
そ
過
去
の
怨
讐
の
き 

 
 
 

ず
な
を
た
ち
き
っ
て
聖
人
の
心
境
に
徹
底
し
、
こ
の
立
正
安
国
論
と
い
う
魂
の
文
字
を
執
権
北
条
時
頼
殿
の
面
前 

 
 
 

に
朗
読
致
す
決
心
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
聖
人
一
日
も
早
く
こ
の
立
正
安
国
論
を
幕
府
に
御
進
覧
下
さ
い
。
私 

 
 
 

大
学
三
郎
は
故
郷
忘
じ
が
た
く
こ
の
鎌
倉
に
帰
り
き
た
っ
て
父
の
墓
近
く
の
こ
の
比
企
谷
に
す
ん
で
謀
叛󠄀
人
の
子 

 
 
 

孫
た
る
汚
名
を
甘
受
し
な
が
ら
、
心
淋
し
く
も
北
条
家
に
宮
仕
え
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
立
正
安
国
論
を
殿 

 
 
 

中
に
朗
読
致
す
日
こ
そ
、
亡
父
比
企
判
官
能
員
の
霊
が
成
仏
す
る
日
で
あ
る
と
た
だ
嬉
し
涙
に
く
れ
る
ば
か
り
で 
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ご
ざ
い
ま
す
」 

大
学
三
郎
の
感
激
の
言
葉
は
仲
々
つ
き
な
い
。 

—
—
—
—

比
企
大
学
三
郎
に
対
す
る
一
説
を
参
考
ま
で
に
か
か
げ
る
。
大
学
三
郎
能
本
と
い
う
。
父
は
比
企
能
員
、 

 
 
 
 

父
能
員
が
罰
せ
ら
れ
た
時
は
ま
だ
幼
少
で
あ
っ
た
の
で
当
時
京
都
の
東
寺
に
あ
っ
た
伯
父
に
あ
た
る
伯
耆
の
法
師 

 
 
 

が
三
郎
を
出
家
せ
し
め
、
後
に
文
士
と
な
り
、
順
徳
上
皇
に
従
っ
て
佐
渡
に
お
伴
申
し
上
げ
て
い
た
が
、
頼
経
将 

 
 
 

軍
の
奥
方
が
姻
戚
に
な
る
そ
の
関
係
か
ら
許
さ
れ
て
後
鎌
倉
に
帰
り
幕
府
に
仕
え
て
お
っ
た
。
後
に
は
篤
く
聖
人 

 
 
 

に
帰
依
し
て
本
行
院
日
学
と
名
乗
り
、
そ
の
邸
宅
を
寺
と
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
比
企
谷
の
妙
本
寺
で
あ
る 

 
 
 
 
 
 

———— 

四 

文
応
元
年
七
月
十
六
日
聖
人
は
立
正
安
国
論
を
た
ず
さ
え
て
、
長
谷
の
観
音
と
は
小
山
一
つ
で
へ
だ
た
っ
て
お 

 
 
 
 

る
宿
屋
衛
左
門
尉
光
則
の
屋
敷
を
訪
う
た
。 

宿
屋
左
衛
門
尉
は
寺
社
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
奉
行
で
あ
っ
た
か
ら
、
聖
人
の
訪
問
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

宿
屋
左
衛
門
尉
も
小
町
の
辻
説
法
で
有
名
な
日
蓮
聖
人
の
こ
と
は
知
っ
て
お
っ
た
。
七
年
程
前
か
ら
小
町
の
辻 

 
 
 

に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
旗
が
た
ち
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
声
が
毎
日
の
よ
う
に
続
い
た
。
石
が
と
び
瓦
が 
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と
ぶ
こ
と
も
毎
日
の
よ
う
に
つ
づ
い
た
。
他
人
が
耳
を
傾
け
よ
う
が
傾
け
ま
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
、
て
ん
で
気 

 
 
 

に
し
て
お
ら
な
い
よ
う
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
声
が
つ
づ
い
た
。
鎌
倉
の
人
達
は
仏
様
に
向
か
え
ば
南
無
阿
弥
陀 

 
 
 

仏
と
し
か
唱
え
ご
と
を
し
ら
な
か
っ
た
の
に
、
何
時
の
間
に
か
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
唱
え
ご
と
も
あ
る
と
い 

 
 
 

う
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
七
年
前
か
ら
小
町
の
辻
に
起
っ
た
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
声 

 
 

が
、
三
年
前
に
急
に
き
こ
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
五
年
も
続
け
ば
結
構
名
物
に
な
っ
て
し
ま
う
。
小
町
の
辻 

 
 
 

の
南
無
妙
法
蓮
華
経
も
鎌
倉
の
大
仏
様
な
み
に
名
物
に
な
っ
た
の
が
、
急
に
き
こ
え
な
く
な
っ
た
の
で
、
鎌
倉
の 

 
 
 

人
達
も
、
悪
口
は
い
っ
て
も
な
ん
だ
か
淋
し
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
。 

但
し
鎌
倉
中
の
僧
侶
達
は
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。 

念
仏
無
間 

 
 

禅
天
魔 

真
言
亡
国 

 
 

律
国
賊 

こ
の
叫
び
が
鎌
倉
か
ら
き
こ
え
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
。
何
故
聖
人
が
小
町
の
辻
か
ら
み
え
な
く
な
っ
た
か
鎌
倉 

 
 
 

の
人
達
は
知
ら
な
か
っ
た
。
お
く
そ
く
す
る
理
由
は
数
え
き
れ
な
い
程
あ
っ
た
。
実
は
聖
人
は
正
嘉
二
年
、
正
元 

 
 
 

元
年
と
二
か
年
間
駿
州
岩
本
の
実
相
等
に
入
蔵
し
て
立
正
安
国
論
の
構
想
を
ね
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
鎌 

 
 
 

倉
の
人
々
は
知
る
由
も
な
く
、
自
分
勝
手
な
理
由
を
つ
け
て
お
っ
た
の
で
あ
る
。
宿
屋
左
衛
門
尉
光
則
も
、
自
分 

 
 
 

が
寺
社
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
奉
行
で
あ
っ
た
関
係
上
、
小
町
の
辻
に
聖
人
が
現
わ
れ
る
と
同
時
に
そ
の
囁
き
は 

 
 
 

耳
に
し
て
お
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
念
仏
無
間
、
禅
天
魔
、
真
言
亡
国
、
律
国
賊
の
格
言
を
と
な
え
る
か
ら
と 
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い
っ
て
も
こ
れ
を
と
り
し
ま
る
術
も
な
く
、
又
と
り
し
ま
る
気
に
も
な
れ
な
か
っ
た
。
法
然
上
人
で
す
ら
、
阿
弥 

 
 
 

陀
仏
の
外
は
如
何
な
る
仏
も
神
も
絶
対
に
お
が
ん
で
は
い
け
な
い
と
大
変
に
強
く
い
っ
て
お
る
。
礼
拝
雑
行
と
い 

 
 
 

っ
て
、
阿
弥
陀
仏
以
外
の
も
の
を
拝
む
と
地
獄
に
行
く
と
い
っ
て
お
る
。
日
蓮
の
四
箇
の
格
言
の
取
締
り
を
鎌
倉 

 
 
 

の
僧
侶
が
宿
屋
左
衛
門
尉
に
た
の
ん
で
も
、
取
締
り
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
要
素
を
、
仏
教
自
身
が
も
っ
て
お 

 
 
 

っ
た
の
で
あ
る
。 

だ
が
、
三
年
前
に
小
町
の
辻
か
ら
急
に
聖
人
の
姿
が
消
え
た
時
、
い
ろ
い
ろ
な
世
間
の
風
評
も
あ
っ
た
の
で
、 

 
 
 

聖
人
の
身
辺
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
世
評
と
は
反
対
に
、
聖
人
の
身
辺
に
は
仲
々
有
力
な
信
者
が 

 
 
 

出
来
て
、
教
団
は
除
々
に
あ
な
ど
れ
ぬ
力
を
も
ち
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
聖
人
の
信
者
の
主
な
る
者
の
名 

 
 
 

を
あ
げ
る
と
、
四
条
頼
基
、
進
士
吉
春
、
工
藤
義
隆
、
荏
原
義
宗
、
池
上
宗
仲
、
波
木
井
実
長
等
々
鎌
倉
武
士
の 

 
 
 

範
た
る
べ
き
人
々
が
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
力
強
く
唱
え
て
い
る
の
だ
っ
た
。
七
年
前
の
鎌
倉
に
は
南
無
妙
法
蓮
華 

 
 
 

経
と
唱
え
る
人
は
聖
人
た
っ
た
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
聖
人
の
お
そ
ば
に
は
、
日 

 
 
 

昭
、
日
朗
、
日
興
と
三
人
の
御
弟
子
達
が
給
仕
奉
公
を
し
て
お
る
の
で
あ
っ
た
。 

文
応
元
年
の
聖
人
は
も
は
や
鎌
倉
の
街
頭
に
四
箇
の
格
言
を
叫
ぶ
一
快
僧
で
は
な
く
、
弟
子
も
あ
れ
ば
信
者
檀 

 
 
 

越
の
あ
る
、
堂
々
た
る
鎌
倉
新
仏
教
の
一
勢
力
を
代
表
す
る
僧
侶
で
あ
っ
た
。 

宿
屋
左
衛
門
尉
光
則
と
て
も
こ
の
辺
の
消
息
を
知
っ
て
お
っ
た
の
で
、
聖
人
を
扱
う
こ
と
は
丁
重
で
あ
っ
た
。 

（
筆
者
注
、
宿
屋
左
衛
門
は
聖
人
の
滝
ノ
ロ
法
難
後
改
宗
し
て
自
ら
の
屋
敷
を
寺
と
し
た
。
現
在
の
光
則
寺
が
そ 
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れ
で
あ
る
）
聖
人
は
宿
屋
佐
衛
門
尉
を
前
に
し
て
た
ず
さ
え
き
た
っ
た
立
正
安
国
論
の
要
旨
を
説
明
さ
れ
た
。 

 
 
 

「
こ
こ
数
年
来
打
続
く
、
天
変
、
地
夭
、
飢
饉
、
疫
癘
は
如
何
な
る
原
因
に
よ
っ
て
来
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま 

 
 
 

す
か
、
為
政
者
と
し
て
の
御
貴
殿
も
種
々
苦
慮
さ
れ
て
お
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
日
蓮
も
こ
の
原
因
を 

 
 
 
 

さ
ぐ
ろ
う
と
五
度
目
の
一
切
経
閲
読
を
駿
州
岩
本
の
実
相
寺
に
二
か
年
間
こ
こ
ろ
み
ま
し
た
が
、
そ
の
因
っ
て
来
た 

 
 

る
原
因
を
こ
の
立
正
安
国
論
に
申
し
述
べ
て
ご
ざ
い
ま
す
。 

災
難
の
原
因
を
一
言
に
し
て
申
す
な
ら
ば
、
天
下
の
人
々
悉
く
正
し
き
法
に
そ
む
い
て
、
よ
こ
し
ま
の
教
を
信 

 
 
 

じ
、
万
民
す
べ
て
が
誇
法
の
罪
を
お
か
す
こ
と
に
よ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
正
法
を
信
ぜ
ざ
れ
ば
、
こ
こ
数
年
来 

 
 
 

の
災
難
は
益
々
や
ま
ず
、
邪
教
を
禁
ぜ
ざ
れ
ば
、
こ
こ
数
年
来
の
災
難
を
も
し
の
ぐ
驚
天
動
地
の
出
来
事
が
起
る 

 
 
 

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
速
か
に
邪
教
た
る
禅
宗
、
誇
法
た
る
念
仏
を
と
ど
め
給
え
、
こ
の
重
大
な
る
提
議
を
用
い
ず 

 
 
 

し
て
日
を
過
せ
ば
、
天
下
の
兵
馬
の
権
を
握
ら
れ
て
お
る
北
条
一
門
に
は
同
志
討
ち
の
騒
乱
が
起
り
、
ひ
い
て
は 

 
 
 

こ
の
日
本
国
が
よ
そ
の
国
か
ら
攻
め
ら
れ
る
と
い
う
、
開
闢
以
来
未
曾
有
の
出
来
事
が
起
る
で
し
ょ
う
。
幾
多
の 

 
 
 

経
文
を
例
証
し
て
こ
れ
を
申
し
述
べ
て
お
り
ま
す
。
日
蓮
が
厳
罰
を
か
え
り
み
ず
、
敢
え
て
不
敬
を
も
辞
せ
ず
し 

 
 
 

て
こ
の
こ
と
を
申
す
の
は
、
た
だ
君
の
た
め
で
あ
り
国
の
た
め
で
あ
り
、
神
の
た
め
仏
の
た
め
に
こ
れ
を
申
す
の 

 
 

で
、
一
言
も
邪
心
は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
貴
公
は
執
権
職
北
条
時
頼
殿
の
近
臣
で
も
あ
り
、
寺
社
の
事
務
を 

 
 
 

司
る
御
奉
行
で
あ
り
ま
す
。
何
卒
、
こ
の
立
正
安
国
論
を
殿
中
に
披
露
し
て
、
執
権
職
北
条
時
頼
殿
の
お
耳
に
達 

 
 
 

す
る
よ
う
御
努
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
」 
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文
応
元
年
（
六
百
九
十
余
年
前
）
七
月
十
六
日
、
宿
屋
佐
衛
門
尉
の
屋
敷
に
お
け
る
聖
人
の
立
正
安
国
論
上
奏 

 
 
 

の
言
葉
で
あ
る
。 
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