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若 

宮 

の 

人 

々 
松
葉
谷
の
草
庵
を
焼
き
討
も
さ
れ
た
聖
人
は
、
富
木
殿
及
び
門
下
の
す
す
め
に
従
っ
て
、
千
葉
の
若
宮
（
今
の 

 
 
 

中
山
）
に
身
を
逃
が
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
聖
人
の
大
法
弘
通
の
一
日
も
ゆ
る
が
せ
な
ら
ざ
る
こ
と
を
思
っ
て
、
自 

 
 
 

分
の
屋
敷
に
招
い
た
聖
人
に
、
富
木
殿
は
百
日
間
の
御
説
法
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
間
に
、
松
葉
谷 

 
 
 

の
草
庵
の
再
建
工
事
を
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
、
富
木
殿
及
び
こ
の
百
日
間
の
説
法
中
に
い
よ
い
よ
信
心
を
深
く
さ
れ
た
、
太
田
乗
明
や
曾
谷
教
信
等 

 
 
 

の
御
信
者
に
つ
い
て
略
述
し
て
み
よ
う
。 

富
木
殿
は
富
木
五
郎
左
衛
門
尉
胤
継
、
字
は
常
忍
と
い
い
下
総
若
宮
の
領
主
で
後
に
出
家
し
て
常
修
院
日
常
と 

 
 
 

い
わ
れ
中
山
法
華
経
等
を
開
創
せ
ら
れ
た
。
聖
人
よ
り
二
つ
年
長
で
、
建
長
六
年
下
総
よ
り
鎌
倉
に
い
た
る
船
中 

 
 
 

で
、
宗
祖
の
法
話
を
き
き
入
信
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
る
。
現
在
京
浜
電
鉄
金
沢
八
景
駅
よ
り
五
、
六
丁
の
と
こ 

 
 
 

ろ
に
船
中
問
答
の
寺
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
の
辺
に
富
木
殿
の
船
が
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
富
木
常
忍
は
聖
人
の 

 
 
 

俗
縁
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
る
。
富
木
、
太
田
、
曾
谷
の
三
氏
は
と
も
に
鎌
倉
の
文
官
で
門
註
所
出
仕
で
あ 
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っ
た
。 

聖
人
が
富
木
常
忍
に
賜
わ
っ
た
御
書
の
総
数
は
凡
そ
四
十
三
編
と
い
う
多
数
に
の
ぼ
り
、
そ
の
中
に
は
「
観
心 

 
 
 

本
尊
抄
」
「
四
信
五
品
抄
」
等
々
重
要
な
御
書
が
あ
る
。
母
堂
が
九
十
余
歳
の
高
齢
を
も
っ
て
死
去
さ
れ
そ
の
納 

 
 
 

骨
の
た
め
に
身
延
に
登
山
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
感
激
法
悦
の
余
り
、
自
分
の
も
っ
て
い
た
御
経
を
忘
れ
て
帰
ら 

 
 
 

れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
幸
便
が
あ
っ
た
の
で
聖
人
は
「
忘
持
経
事
」
と
い
う
御
書
を
賜
わ
っ
て
「
は
ん
ど
く
尊 

 
 
 

者
は
名
を
忘
る
こ
れ
エ
ン
ブ
第
一
の
好
く
忘
る
る
者
也
、
今
常
忍
上
人
は
持
経
を
忘
る
。
日
本
第
一
の
好
く
忘
る 

 
 
 

る
仁
か
」
と
戒
め
ら
れ
た
こ
と
は
有
名
な
こ
と
で
あ
る
。 

富
木
常
忍
は
太
田
乗
明
の
姉
を
妻
と
し
た
が
、
早
く
死
ん
だ
の
で
後
妻
を
貰
っ
た
。
後
妻
の
連
っ
子
に
二
男
一 

 
 
 

女
が
あ
っ
た
が
二
男
は
と
も
に
僧
侶
に
な
っ
た
。
長
男
は
即
ち
六
老
僧
の
一
人
第
五
日
頂
上
人
で
あ
り
次
男
は
日 

 
 
 

向
上
人
の
弟
子
と
な
っ
て
重
須
談
林
の
学
頭
に
ま
で
な
っ
た
日
澄
上
人
で
あ
る
。
日
頂
上
人
は
、
日
向
上
人
と
と 

 
 
 

も
に
池
上
に
お
け
る
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
の
御
入
滅
の
時
に
そ
の
葬
列
に
加
わ
っ
て
お
ら
な
い
。
日
興
上
人
の
執
筆 

 
 
 

し
た
「
御
遷
化
記
録
」
に
も
日
昭
、
日
朗
、
日
興
、
日
持
の
名
は
み
え
る
が
、
日
向
と
日
頂
の
名
は
み
え
な
い
。 

お
そ
ら
く
余
程
遠
隔
の
地
に
布
教
さ
れ
て
い
て
、
御
葬
送
に
間
に
あ
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
弘
安
七
年
十
月 

 
 

十
三
日
中
山
の
富
木
殿
の
所
で
宗
祖
聖
人
の
第
三
回
忌
が
営
ま
れ
た
。
こ
の
時
日
頂
上
人
は
鎌
倉
に
布
教
中
で
、 

 
 
 

天
台
宗
の
僧
侶
と
宗
論
を
戦
わ
し
て
よ
う
や
く
こ
れ
を
降
参
さ
せ
、
昼
夜
兼
行
で
中
山
に
か
け
つ
け
だ
が
、
遂
に 

 
 
 

第
三
回
忌
の
法
要
に
お
く
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
富
木
殿
は
、
宗
祖
聖
人
の
葬
式
に
も
間
に
あ
わ
ず
今
ま
た
こ 
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の
第
三
回
忌
の
法
要
に
も
お
く
れ
て
き
た
こ
と
を
怒
っ
て
「
法
論
は
僧
侶
と
し
て
は
日
常
茶
飯
事
で
あ
る
。
大
聖 

 
 
 

人
の
三
回
忌
は
再
び
め
ぐ
っ
て
は
こ
な
い
。
今
日
こ
の
悪
例
を
残
す
こ
と
は
、
大
聖
人
御
在
世
中
法
問
ふ
れ
頭
と 

 
 
 

し
て
門
下
の
上
に
た
っ
て
お
っ
た
こ
の
富
木
常
忍
の
許
さ
ざ
る
処
で
あ
る
。
将
来
法
論
に
名
を
か
り
て
大
聖
人
の 

 
 
 

法
要
に
欠
席
す
る
と
い
う
悪
例
を
残
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
」 

と
御
焼
香
も
許
さ
ず
、
七
年
の
勘
当
を
申
し
渡
し
た
の
で
あ
る
。 

日
頂
上
人
は
そ
の
夜
よ
り
庭
前
の
銀
杏
を
経
行
し
て
十
七
昼
夜
、
深
く
深
く
懺
悔
の
意
を
表
し
て
謝
罪
し
た 

 
 
 

が
、
富
木
常
忍
の
飜
意
を
得
る
こ
と
も
出
来
ず
、
遂
に
漂
然
と
正
法
弘
通
の
旅
に
上
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が 

 
 
 

有
名
な
「
泣
き
銀
杏
」
の
話
で
あ
る
。 

連
っ
子
の
日
頂
が
勘
当
の
身
と
な
っ
て
か
ら
、
我
が
子
の
不
首
尾
に
責
任
を
感
じ
た
か
、
富
木
殿
の
後
妻
は
故 

 
 
 

郷
で
あ
る
富
士
重
須
（
現
在
の
北
山
本
門
寺
附
近
の
地
名
）
に
帰
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。 

「
入
道
（
富
木
殿
を
指
す
）
六
十
歳
弘
経
導
師
の
大
願
を
企
て
て
妻
子
を
離
別
す
」 

と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。 

日
頂
上
人
は
晩
年
富
士
の
日
興
上
人
の
許
に
来
ら
れ
て
、
入
滅
さ
れ
た
。
日
頂
上
人
の
墓
は
北
山
本
門
寺
の
本 

 
 
 

堂
裏
二
丁
余
の
と
こ
ろ
に
あ
り
（
正
林
寺
）
、
土
地
を
う
ず
高
く
も
り
上
げ
そ
の
上
を
び
ゃ
く
し
ん
の
よ
う
な
美 

 
 
 

し
い
樹
が
は
っ
て
お
る
特
別
に
変
っ
た
お
墓
で
あ
る
。
勘
当
の
故
に
石
塔
を
た
て
な
い
の
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。 

日
興
上
人
を
非
常
に
厳
格
の
如
く
解
し
て
お
る
人
も
あ
る
が
「
泣
き
銀
杏
」
の
日
頂
上
人
が
富
士
に
来
て
亡
く 
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な
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
弟
の
日
澄
上
人
が
お
っ
た
り
母
親
が
お
っ
た
と
い
う
姻
戚
関
係
以
外
に
日 

 
 
 

興
上
人
に
は
、
こ
の
大
聖
人
の
葬
式
に
も
不
参
を
し
ま
た
そ
の
第
三
回
忌
の
法
要
に
も
遅
延
し
て
七
年
の
勘
当
を 

 
 
 

受
け
た
と
い
う
日
頂
上
人
を
、
不
幸
な
人
と
し
て
受
け
入
れ
る
溢
れ
る
ば
か
り
の
温
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と 

 
 
 

思
う
。 

太
田
乗
明
は
問
註
所
出
仕
で
あ
り
、
聖
人
と
同
年
で
あ
る
。
こ
の
人
の
姉
が
富
木
殿
の
妻
で
あ
っ
た
関
係
上
、 

 
 
 

聖
人
の
教
化
に
浴
し
た
。
一
説
に
は
そ
の
妻
女
は
道
辺
右
京
の
孫
で
聖
人
の
従
妹
で
あ
り
、
こ
の
縁
に
よ
り
聖
人 

 
 
 

御
遊
学
中
の
学
資
は
太
田
家
よ
り
支
給
さ
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。 

太
田
氏
に
賜
わ
っ
た
御
書
は
約
十
四
編
あ
る
が
、
そ
の
中
に
「
三
大
秘
法
抄
」
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら 

 
 
 

な
い
。
賜
書
を
通
じ
て
み
て
太
田
殿
は
相
当
に
裕
福
で
あ
っ
た
と
み
え
て
、
聖
人
に
資
援
す
る
こ
と
多
く
、
聖
人 

 
 
 

身
延
入
山
後
は
、
月
々
の
糧
米
を
奉
納
し
た
程
で
あ
る
。 

太
田
氏
の
子
息
は
聖
人
の
弟
子
と
な
り
、
日
高
上
人
と
い
う
。
現
在
中
山
法
華
経
寺
の
あ
る
所
は
太
田
殿
の
屋 

 
 
 

敷
跡
で
あ
る
。
富
木
殿
の
屋
敷
は
若
宮
戸
に
あ
り
、
の
ち
寺
に
な
る
に
及
ん
で
こ
れ
を
法
華
寺
と
い
い
、
中
山
の 

 
 
 

を
本
妙
寺
と
い
っ
た
が
、
後
両
寺
統
合
し
て
本
妙
法
華
寺
と
称
し
た
と
伝
え
て
お
る
。
太
田
殿
の
子
息
は
こ
の
中 

 
 
 

山
法
華
経
寺
の
第
二
代
と
な
っ
た
方
で
あ
る
。 

曾
谷
入
道
は
下
総
の
曾
谷
に
住
し
た
の
で
曾
谷
姓
を
名
乗
り
、
諱
は
教
信
、
二
郎
兵
衛
尉
と
称
し
、
聖
人
と
は 

 
 
 

従
兄
弟
の
関
係
が
あ
っ
て
御
遊
学
の
資
を
奉
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
太
田
氏
と
と
も
に
入
道
し
て
法
蓮
日
礼
と 
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い
い
弟
も
出
家
し
て
大
進
房
三
位
房
と
な
り
、
子
供
も
出
家
し
て
日
進
、
日
源
と
い
っ
た
。
い
か
に
曾
谷
氏
が
信 

 
 
 

仰
に
熱
心
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。 

首
題
房
日
唱
の
こ
と
。
中
山
の
近
く
の
柏
井
村
に
鐘
阿
弥
と
い
う
人
が
あ
っ
た
。
当
時
近
村
に
も
聞
え
た
念
仏 

 
 
 

者
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
日
蓮
法
師
と
い
う
人
が
近
く
の
中
山
に
き
て
、
念
仏
は
無
間
地
獄
の
業
な
り
と
誹
膀
す 

 
 
 

る
と
聞
い
て
、
憎
き
坊
主
め
と
口
に
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
聖
人
の
法
席
に
き
て
問
答
を
試
み
ん
と
し
た
が
、
一
言 

 
 
 

の
も
と
に
口
を
閉
じ
て
捨
邪
帰
正
し
、
今
後
は
念
仏
を
全
く
申
さ
じ
と
誓
い
、
こ
れ
ま
で
念
仏
口
唱
の
罪
業
を
滅 

 
 
 

せ
ん
と
て
一
心
不
乱
強
情
に
題
目
を
唱
え
た
。
そ
の
声
昼
夜
村
内
に
響
き
渡
り
聖
人
の
弟
子
と
な
り
首
題
房
日
唱 

 
 
 

と
名
を
賜
っ
た
。
こ
の
人
従
来
念
仏
を
唱
え
る
に
は
鐘
を
叩
い
て
お
っ
た
が
、
今
そ
の
念
仏
を
す
て
て
鐘
も
叩
か 

 
 

ず
、
お
題
目
の
時
に
さ
び
し
い
と
聖
人
に
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
聖
人
に
そ
れ
で
は
太
鼓
を
叩
い
た
ら
よ
か
ろ
う 

 
 
 

と
い
わ
れ
、
こ
の
首
題
房
が
一
番
最
初
に
太
鼓
を
叩
い
た
と
い
わ
れ
て
お
る
。
日
唱
の
子
供
も
弟
子
と
な
り
日
恵 

 
 
 

と
称
し
、
父
の
家
を
転
じ
て
寺
と
な
し
今
嶋
山
唱
行
寺
と
呼
ぶ
。 
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