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四 
 

恩 
 

抄 

 

川
奈
か
ら
伊
東
に
う
つ
ら
れ
た
聖
人
は
、
伊
東
八
郎
左
衛
門
尉
朝
高
の
屋
敷
に
ほ
ど
近
い
、
玖
須
美
の
地
の
草 

 
 
 

庵
に
、
流
人
の
生
活
を
送
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

伊
豆
、
安
房
、
常
陸
、
佐
渡
、
隠
岐
、
土
佐
、
こ
れ
ら
の
国
々
に
流
さ
れ
る
の
を
遠
流
と
い
い
、
信
濃
、
伊
予 

 
 
 

を
中
流
と
し
、
越
前
、
安
芸
を
ば
近
流
と
い
う
と
延
喜
式
の
文
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
京
都
を
中 

 
 
 

心
に
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
書
に
は
、
常
陸
国
京
よ
り
一
千
五
百
七
十
里
、
安
房
国
一
千
一
百
九
十 

 
 
 

里

、
佐
渡
国
一
千
三
百
二
十
五
里
、
土
佐
国
千
二
百
二
十
五
里
で
、
伊
豆
国
七
百
七
十
里
、
隠
岐
国
九
百
十
里
云 

 
 
 
 

々
と
あ
っ
て
、
こ
の
里
数
を
計
算
す
る
と
大
変
に
遠
い
感
じ
が
で
て
く
る
。 

 

さ
て
聖
人
の
流
罪
に
あ
た
っ
て
、
何
故
伊
豆
の
地
が
え
ら
ば
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
の
本
に
も 

 
 
 

出
て
い
な
い
。
伊
豆
は
流
刑
の
地
で
あ
る
か
ら
、
一
向
に
不
思
議
と
も
思
わ
ず
、
そ
れ
に
言
及
し
な
い
の
で
あ
ろ 

 
 

う
。
頼
朝
が
ひ
る
が
島
に
流
さ
れ
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
が
、
ひ
る
が
島
は
百
科
辞
典
に
よ
れ
ば
、
静
岡
県
田 

 
 
 

方
郡
韮
山
村
の
大
字
。
寺
家

じ

げ

の
東
方
に
あ
る
。
そ
の
昔
、
狩
野
川
が
こ
の
地
を
挾
流
し
て
島
の
ご
と
く
な
っ
て
い 
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た
の
で
、
ひ
る
が
小
島
と
い
う
と
あ
る
。
島
は
島
で
も
川
の
中
の
島
で
あ
る
。 

 
さ
て
聖
人
の
伊
東
流
罪
に
つ
い
て
は
、
何
故
伊
豆
が
え
ら
ば
れ
た
か
を
論
じ
た
御
伝
記
書
は
な
い
が
、
さ
す
が 

 
 

に
、
現
在
の
伊
東
市
玖
須
美
の
仏
現
寺
よ
り
発
行
さ
れ
た
書
物
に
は
そ
の
理
由
が
書
か
れ
て
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に 

 
 
 

転
載
を
し
て
お
く
。
私
は
こ
れ
を
何
時
だ
っ
た
か
読
ん
で
、
真
偽
の
程
は
別
と
し
て
面
白
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い 

 
 
 

た
の
だ
が
、
筆
記
し
て
お
か
な
か
っ
た
の
で
、
ど
の
書
物
で
読
ん
だ
の
か
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
今
回
こ
れ
を
さ
が 

 
 
 

し
出
す
ま
で
に
半
年
程
、
気
に
か
け
て
い
て
、
や
っ
と
み
つ
け
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

伊
東
市
玖
須
美
の
仏
現
寺
は
、
聖
人
が
伊
豆
伊
東
配
流
中
三
か
年
、
ご
不
自
由
の
生
活
を
遊
ば
さ
れ
た
ご
住
居 

 
 
 

と
し
て
の
御
霊
蹟
地
で
あ
る
。
そ
の
寺
誌
に
よ
れ
ば
、 

「
何
が
故
に
、
流
刑
の
場
所
を
伊
東
に
定
め
し
か
と
い
う
に
、
伊
豆
の
伊
東
が
も
っ
と
も
適
当
で
あ
る
理
由
が
あ 

 
 
 

っ
た
。 

 

当
時
の
領
主
伊
東
朝
高
よ
り
三
代
前
に
さ
か
の
ぼ
る
伊
東
祐
清
の
代
に
及
ぶ
。
頼
朝
が
源
家
の
嫡
流
と
し
て
未 

 
 
 

だ
不
遇
で
あ
っ
た
時
、
六
波
羅
の
管
領
で
権
勢
を
ほ
こ
っ
た
伊
東
祐
親
は
、
女
婿
た
る
頼
朝
を
殺
さ
ん
と
計
画
し 

 
 

た
。
こ
の
謀
計
を
一
族
な
る
伊
東
祐
清
に
応
援
を
強
い
た
が
応
ぜ
ず
、
反
っ
て
こ
れ
を
頼
朝
に
つ
げ
て
こ
の
危
難 

 
 
 

を
救
う
た
の
で
あ
る
。
頼
朝
は
祐
清
に
よ
っ
て
こ
と
な
き
を
得
、
深
く
祐
清
に
報
ゆ
る
こ
と
を
期
し
て
い
た
。
そ 

 
 
 

の
後
、
頼
朝
が
天
下
を
握
り
、
鎌
倉
に
幕
府
を
興
せ
し
時
、
恩
人
な
る
伊
東
祐
清
を
厚
く
用
い
て
、
そ
の
旧
恩
に 

 
 
 

報
い
ん
と
篤
く
祐
清
を
説
き
し
も
、
こ
れ
を
潔
し
と
せ
ず
、
固
辞
し
て
こ
れ
を
う
け
な
か
っ
た
。
頼
朝
深
く
彼 
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の
清
廉
な
る
を
歎
賞
し
、
強
い
て
報
ゆ
る
に
伊
豆
伊
東
七
郷
を
彼
に
お
く
っ
た
。
即
ち
聖
人
が
流
刑
と
な
っ
た
当 

 
 
 

時
の
領
主
朝
高
（
注 

画
讃
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
あ
さ
た
か
と
読
む
よ
し
、
下
に
あ
る
と
き
は
と
も
と
読
み
、
上
に 

 
 
 

あ
る
時
は
あ
さ
と
音
訓
す
と
あ
る
）
は
祐
清
の
孫
で
あ
る
。
頼
朝
の
幕
府
は
倒
れ
、
北
条
の
代
に
い
た
っ
た
。
故 

 
 
 

に
伊
東
家
の
浮
沈
興
廃
は
北
条
の
手
中
に
あ
っ
た
。
か
か
る
実
情
が
あ
る
が
故
に
、
鎌
倉
よ
り
の
厳
命
は
絶
対
的 

 
 
 

に
盲
従
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
関
係
を
、
監
視
厳
重
を
忠
実
に
な
し
と
ぐ
る
に
は
伊
豆
の
伊
東
領 

 
 
 

こ
そ
絶
好
の
場
所
で
あ
る
」 

 

以
上
が
、
仏
現
寺
誌
に
よ
る
、
聖
人
伊
豆
伊
東
流
刑
の
理
由
で
あ
る
。
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
数
百 

 
 
 

の
伝
記
中
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
に
転
載
し
て
、
他
日
の
研
究
に
供
す
る
次
第
で
あ
る
。 

 
 
 
 

北
条
氏
の
命
令
は
絶
対
に
盲
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
朝
高
が
、
信
者
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
法 

 
 
 
 

華
経
の
法
力
は
あ
り
が
た
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

  

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
杉
を
ぬ
き
と
っ
て 

ベ
ス
ビ
ヤ
ス
火
山
の
噴
火
口
に
入
れ 

そ
の
焔
を
も
っ
て 

大
空
に
恋
と
い
う
字
を
え
が
く
」 
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と
か
い
っ
た
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
詩
人
ハ
イ
ネ
の
詩
集
を
読
ん
で
、
そ
の
形
容
の
壮
大
さ
に
青
年
の
日
に
感
激
し
た 

 
 
 

こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
同
じ
青
年
の
日
に
、 

「
四
大
海
の
水
を
硯
の
水
と
し
、
一
切
の
草
木
を
焼
い
て
墨
と
な
し
て
、
一
切
の
け
だ
も
の
の
毛
を
筆
と
し
、
十 

 
 
 

方
世
界
の
大
地
を
紙
と
定
め
て
、
し
る
し
お
く
と
も
、
い
か
で
か
仏
の
恩
を
報
じ
奉
つ
る
べ
き
」
と
の
四
恩
抄
の 

 
 
 

一
章
句
を
読
ん
だ
時
に
、
ハ
イ
ネ
を
驚
倒
さ
せ
る
こ
の
雄
大
な
形
容
に
思
わ
ず
、
う
む
と
、
う
な
っ
た
こ
と
の
あ 

 
 
 

る
の
を
今
も
っ
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

そ
の
四
恩
抄
は
伊
豆
伊
東
御
流
罪
中
の
弘
長
二
年
正
月
の
著
述
で
、
聖
人
四
十
一
歳
の
時
で
あ
る
。 

 

同
じ
弘
長
二
年
二
月
に
は
、
教
機
時
国
抄
と
い
う
大
切
な
御
法
門
を
記
述
し
た
書
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
他 

 
 
 

日
ふ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
四
恩
抄
の
大
略
を
記
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
読
者
が
聖
人
の
御
遺
文 

 
 
 

を
直
接
拝
読
す
る
こ
と
を
切
望
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

聖
人
は
「
そ
も
そ
も
流
罪
の
身
に
な
り
て
候
に
つ
け
て
二
つ
の
大
事
あ
り
」
と
最
初
に
書
か
れ
て
、
一
は
大
い 

 
 
 

な
る
悦
び
と
、
第
二
に
は
大
い
な
る
嘆
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

大
い
な
る
悦
び
と
は
な
に
か
と
い
え
ば
、
仏
さ
ま
が
法
華
経
を
説
く
ご
と
く
行
え
ば
必
ら
ず
難
に
逢
う
と
、
二 

 
 
 

千
余
年
の
昔
、
経
文
に
説
き
お
か
れ
て
い
る
が
、
日
蓮
は
今
、
そ
の
仏
さ
ま
の
説
く
ご
と
く
に
現
在
す
る
の
が
悦 

 
 
 

び
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
わ
れ
わ
れ
の
す
む
世
界
に
生
ま
れ
て
く
る
も
の
は
、
十
悪
の
人
び
と
、
五
逆
罪
を
犯
し
た
人
び
と
、
賢
人 
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聖
人
を
の
の
し
っ
た
人
び
と
、
父
母
に
孝
行
し
な
い
人
、
僧
侶
を
う
や
ま
わ
な
い
人
び
と
の
み
で
あ
る
。
こ
う
い 

 
 
 

う
人
び
と
の
み
の
集
り
で
あ
る
か
ら
、
仏
様
が
こ
の
世
に
出
て
こ
れ
に
仏
の
道
を
教
え
て
も
、
仏
様
を
毒
殺
し
よ 

 
 
 

う
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
目
連
尊
者
は
竹
杖
外
道
の
た
め
に
殺 

 
 
 

さ
れ
、
蓮
華
比
丘
尼
は
ダ
イ
バ
ダ
ッ
タ
の
た
め
に
打
ち
殺
さ
れ
た
。
智
慧
第
一
と
言
わ
れ
た
舎
利
弗
尊
者
す
ら
、 

 
 
 

ク
ギ
ャ
リ
の
た
め
に
悪
名
を
立
て
ら
れ
、
ア
ジ
ャ
セ
王
は
酔
象
を
放
っ
て
仏
を
殺
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 

仏
さ
ま
が
生
き
て
い
る
時
で
す
ら
、
こ
の
よ
う
な
難
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
さ
ま
の
亡
く
な
っ
た
後
の
時 

 
 
 

代
に
な
れ
ば
、
そ
の
難
は
ま
す
ま
す
多
く
な
る
と
、
法
華
経
に
は
書
か
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

日
蓮
も
最
初
に
法
華
経
の
難
き
た
る
べ
し
と
の
文
を
読
ん
だ
時
に
は
、
本
当
に
思
え
な
か
っ
た
の
に
、
今
こ
の 

 
 
 

伊
東
に
流
さ
れ
て
き
て
み
れ
ば
、
そ
の
経
文
が
少
し
も
間
違
い
で
な
い
の
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

今
の
世
の
中
で
は
、
妻
子
を
も
っ
て
い
る
僧
侶
も
、
人
の
帰
依
を
受
け
、
魚
鳥
を
た
べ
る
僧
侶
も
人
の
信
仰
を 

 
 
 

あ
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
こ
の
日
蓮
は
妻
子
も
帯
せ
ず
、
魚
鳥
も
服
し
な
い
が
、
日
蓮
坊
の
悪
名
は
天
下 

 
 
 

に
き
こ
え
、
こ
の
伊
東
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
き
て
さ
え
（
地
頭
、
万
民
、
日
蓮
を
に
く
み
、
ね
た
む
こ
と
、
鎌
倉 

 
 
 

よ
り
も
す
ぎ
た
り
、
み
る
も
の
は
目
を
ひ
き
、
き
く
人
は
あ
だ
む
。
船
守
弥
三
郎
御
書
）
悪
名
が
た
っ
て
い
る
の 

 
 
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
え
ば
、
法
華
経
を
弘
め
る
と
い
う
の
が
、
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
悪
名
が
た
っ 

 
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

自
分
程
の
も
の
が
、
二
千
余
年
以
前
に
書
か
れ
た
法
華
経
の
文
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
か
と
思
う
と
こ
ん
な
悦
び 
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は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
法
華
経
を
信
じ
る
と
い
っ
て
も
年
数
の
上
か
ら
い
え
ば
僅
か
に
六
、
七
年
位
で
あ 

 
 
 

り
、
学
問
や
世
間
の
用
事
に
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
、
一
日
僅
か
に
一
巻
、
一
品
、
題
目
の
み
の
時
も
あ
っ
た
の
に
、 

 
 
 

去
年
の
五
月
十
二
日
に
、
こ
こ
伊
豆
の
伊
東
へ
流
さ
れ
て
お
り
、
今
年
弘
長
二
年
の
正
月
の
十
六
日
に
い
た
る
ま 

 
 

で
、
二
百
四
十
余
日
の
間
は
、
昼
夜
十
二
時
に
法
華
経
を
修
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
故
は
法
華
経
の
た
め 

 
 
 

に
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
寝
る
も
起
き
る
も
す
べ
て
法
華
経
を
読
み
行
ず
る
の
で
あ
る
。 

 

人
間
に
生
を
受
け
て
こ
れ
程
の
悦
び
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
信
心
を
は
げ
も
う
と
心
が
け
て
も
、
凡
夫
の
習
い 

 
 
 

と
し
て
一
日
十
二
時
（
と
き
）
の
中
に
、
一
時
か
二
時
か
は
励
も
う
け
れ
ど
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
も
の
で 

 
 
 
 

あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
流
罪
の
身
と
な
っ
て
か
ら
は
「
思
い
出
さ
ぬ
に
も
法
華
経
を
よ
み
、
読
ま
ざ
る
に
も
法
華 

 
 
 

経
を
行
ず
る
に
て
候
か
」
と
思
う
の
で
あ
る
。
謀
叛󠄀
を
起
し
て
流
罪
に
な
っ
た
人
び
と
は
多
い
。
強
盗
、
夜
討
な 

 
 
 

ど
の
罪
に
よ
っ
て
流
罪
に
な
っ
た
人
び
と
も
あ
る
。
し
か
る
に
法
華
経
を
弘
め
る
と
い
う
こ
と
が
理
由
で
、
流
罪 

 
 
 

に
な
っ
た
も
の
は
末
だ
一
人
も
お
ら
な
い
の
で
あ
る
。
昼
夜
十
二
時
の
法
華
経
の
持
経
者
は
末
代
に
も
な
い
で
あ 

 
 
 

ろ
う
と
思
う
。 

 

そ
も
そ
も
仏
法
を
習
う
身
に
は
、
必
ず
四
恩
を
報
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
四
恩
と
は
、
一
に
一
切
衆
生
の 

 
 
 

恩
、
二
に
父
母
の
恩
、
三
に
は
国
王
の
恩
、
四
に
は
三
宝
の
恩
で
あ
る
。 

 

今
流
罪
の
身
と
な
っ
て
、
末
代
に
も
あ
い
が
た
き
法
華
経
の
持
経
者
と
た
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
四
恩
を
報
ず
る 

 
 
 

も
の
と
し
て
、
こ
れ
程
の
悦
び
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
悦
び
に
つ
け
て
、
大
い
な
る
歎
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。 
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法
華
経
に
「
も
し
悪
人
あ
っ
て
不
善
の
心
を
も
っ
て
一
生
涯
中
仏
さ
ま
の
前
で
仏
を
の
の
し
っ
た
と
し
て
も
、
な 

 
 
 

お
そ
の
罪
は
軽
い
。
も
し
人
が
在
家
出
家
を
問
わ
ず
、
法
華
経
を
読
誦
す
る
者
を
た
っ
た
一
言
で
も
悪
口
を
吐
く 

 
 
 

な
ら
ば
、
そ
の
罪
は
は
な
は
だ
重
い
」
と
書
か
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
日
蓮
は
こ
の
経
文
を
み
て
、
両
眼
よ
り
涙 

 
 
 

を
出
す
こ
と
、
雨
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
「
我
一
人
こ
の
国
に
生
ま
れ
て
多
く
の
人
を
し
て
一
生
の 

 
 
 

業
を
つ
く
ら
し
む
る
こ
と
を
な
げ
く…

…

」 

 

聖
人
は
大
い
な
る
喜
び
を
身
に
感
じ
る
と
と
も
に
、
聖
人
の
真
意
を
知
ら
ず
、
聖
人
が
法
華
経
の
行
者
で
あ
る 

 
 
 

こ
と
を
知
ら
な
い
不
信
の
人
び
と
に
、
な
げ
き
を
感
じ
な
が
ら
、
伊
豆
の
伊
東
に
流
人
の
生
活
を
始
め
ら
れ
た
の 

 
 
 

で
あ
っ
た
。 
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