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文
永
四
年
八
月
十
五
日
、
聖
人
四
十
六
歳
の
時
に
、
聖
人
の
母
妙
蓮
女
は
亡
く
な
ら
れ
た
。
聖
人
の
父
妙
日
に 

 
 
 

お
く
れ
る
こ
と
ち
ょ
う
ど
十
年
後
で
あ
る
。
大
聖
人
の
お
な
げ
き
は
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
拝
察
さ
れ 

 
 
 

る
。 

 

日
蓮
と
名
乗
ら
れ
て
、
父
に
妙
日
母
に
妙
蓮
と
御
名
を
さ
し
上
げ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
る
が
、
聖
人
の
一
番
最 

 
 
 

初
の
御
信
者
は
ど
の
か
た
か
と
い
う
と
、
御
自
分
の
父
親
と
母
親
で
あ
っ
た
。
御
信
者
に
な
っ
た
故
に
妙
日
、
妙 

 
 
 

蓮
と
御
名
を
授
け
ら
れ
た
と
み
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。 

 

自
分
の
父
親
と
母
親
と
が
、
自
分
の
一
番
最
初
の
信
者
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ぼ
ん
や
り
考
え
る 

 
 

と
、
何
で
も
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
し
て
、
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。 

 

日
本
仏
教
史
中
に
、
偉
い
坊
さ
ん
も
沢
山
お
る
が
、
自
分
の
両
親
を
最
初
の
信
者
に
し
た
方
と
い
う
よ
う
な
人 

 
 

は
、
聖
人
以
外
に
絶
対
に
な
い
。 

 

一
休
和
尚
の
書
簡
集
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
母
親
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で
、
自
分
の
悟
っ
た
よ
う
な
こ
と 
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は
、
な
か
な
か
お
母
さ
ん
な
ぞ
が
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
調
子
で
、
聖
人
の
母
に
対
す
る
態
度
と
は 

 
 
 

雲
泥
の
相
違
を
読
ん
だ
の
を
忘
れ
な
い
で
お
る
。 

 

事
実
、
自
分
の
身
近
か
な
人
を
教
化
折
伏
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
む
ず
か
し
い
。
教
化
折
伏
す
る
機 

 
 
 

会
は
沢
山
あ
る
が
、
自
分
の
修
行
と
か
実
行
と
か
が
、
折
伏
す
る
こ
と
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
身
近
か
な
人
は
知 

 
 
 

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
折
伏
の
効
果
が
あ
が
ら
な
い
と
も
い
え
る
。 

 

大
変
に
強
信
な
信
者
の
人
の
子
孫
が
、
少
し
も
信
心
し
な
い
な
ん
と
い
う
こ
と
は
、
一
寸
も
不
思
議
で
な
い
世 

 
 
 

の
中
で
あ
る
。
い
く
ら
で
も
そ
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。 

 

他
人
を
教
化
す
る
に
い
そ
が
し
く
、
自
分
の
子
供
を
教
化
す
る
隙
が
な
い
と
も
い
え
る
。
い
や
、
そ
の
う
ち 

 
 
 

に
、
自
分
の
境
地
を
子
供
が
わ
か
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
甘
い
考
え
も
あ
ろ
う
。
子
供
は
子
供
で
、
い
く
ら 

 
 
 

父
親
が
あ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
も
自
分
の
行
い
は
ど
う
だ
、
な
ん
て
考
え
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
極
端
に
い
う
と
、 

 
 
 

お
寺
に
あ
ん
な
に
御
供
養
す
る
な
ら
、
俺
の
小
使
い
を
も
う
少
し
増
や
し
て
く
れ
た
ら
よ
い
で
は
な
い
か
と
考
え 

 
 

る
。
あ
ん
な
に
信
心
信
心
と
他
人
を
教
化
す
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
な
ら
、
も
う
少
し
自
分
の
お
母
さ
ん
や
、
自 

 
 
 

分
に
、
や
さ
し
く
し
て
く
れ
た
ら
ど
ん
な
に
よ
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。 

  

父
が
母
を
大
切
に
す
る
。
母
が
父
を
大
切
に
す
る
。
こ
の
行
為
は
子
供
を
感
動
さ
せ
る
の
だ
が
、
日
本
人
の
父 
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母
は
、
子
供
の
前
で
は
、
ど
う
い
う
訳
か
、
そ
の
反
対
な
こ
と
を
平
気
で
行
っ
て
い
る
。
子
供
は
そ
ん
な
こ
と
は 

 
 
 

わ
か
ら
な
い
か
ら
、
父
を
に
く
む
と
同
時
に
、
そ
ん
な
に
毎
日
毎
日
が
み
が
み
い
わ
れ
て
へ
い
へ
い
い
っ
て
い
る 

 
 
 

母
親
を
、
け
い
べ
つ
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

信
心
し
て
い
て
も
、
い
っ
て
い
る
こ
と
と
行
っ
て
い
る
こ
と
が
別
で
は
、
子
供
も
信
心
は
し
な
い
。
信
心
を
し 

 
 
 

て
い
る
だ
け
の
こ
と
が
あ
り
、
子
供
が
多
少
で
も
う
な
ず
け
れ
ば
、
子
供
は
信
心
を
す
る
気
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 

む
ず
か
し
い
こ
と
だ
が
、
大
い
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。 

 

信
心
を
す
る
人
は
、
反
省
を
し
な
け
れ
ば
信
心
し
た
か
い
が
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。 

 

近
頃
は
、
親
の
方
が
子
供
に
文
句
を
い
う
の
を
遠
慮
し
て
お
る
と
い
っ
た
よ
う
な
世
の
中
で
、
本
当
に
困
っ
た 

 
 
 

と
思
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
聖
人
の
孝
養
観
を
の
べ
て
お
く
の
も
こ
の
際
無
駄
で
は
な
い
と
思
う
。 

「
孝
と
中
す
は
高
な
り
天
高
け
れ
ど
も
孝
よ
り
も
高
か
ら
ず
ま
た
孝
と
は
厚
な
り
地
あ
つ
け
れ
ど
も
孝
よ
り
は
厚 

 
 
 

か
ら
ず
聖
賢
の
二
類
は
孝
の
家
よ
り
出
で
た
り
い
か
に
況
や
仏
法
を
学
せ
ん
人
・
知
恩
報
恩
な
か
る
べ
し
や
」 

 
 
 

（
全
集
一
九
二
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
開
目
抄
の
聖
訓
は
誰
で
も
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

「
世
尊
と
申
す
尊
の
一
字
を
高
と
申
す
高
と
申
す
一
字
は
又
孝
と
訓
ず
る
な
り
、
一
切
の
孝
養
の
人
の
中
に
第
一 

 
 
 

の
孝
養
の
人
な
れ
ば
世
尊
と
号
し
奉
る
」 

（
法
蓮
抄
全
集
一
〇
四
六
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
は
孝
養
で
は
第
一
の
人
で
あ
る
か
ら
、
世
尊
す
な
わ
ち
仏
さ
ま
と
い
う
の
だ
と
教
え
て
お
る
。 

 

仏
は
三
十
二
相
八
十
種
好
を
具
す
る
と
い
う
が
、
三
十
二
相
の
中
で
最
勝
の
相
を
無
見
頂
相
と
い
う
の
で
あ 
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る
。 

 
優
婆
塞
戒
経
相
業
品
に
「
一
切
世
間
の
所
有
の
福
徳
は
、
如
来
の
一
毛
の
功
徳
に
及
ば
ず
。
如
来
の
一
切
の
毛 

 
 
 

孔
の
功
徳
は
、
一
好
の
功
徳
に
如
か
ず
。
八
十
種
好
の
功
徳
を
集
合
す
と
も
、
一
相
の
功
徳
に
及
ば
ず
、
一
切
の 

 
 
 

功
徳
は
、
白
毫
相
の
功
徳
に
し
か
ず
、
白
毫
相
の
功
徳
は
、
ま
た
無
見
頂
相
の
功
徳
に
及
ぶ
こ
と
を
得
ず
」
と
あ 

 
 

る
。—————

大
智
度
論
第
四
で
は
白
毫
相
を
最
勝
と
す
る
。 

   

さ
て
、
こ
の
無
見
頂
相
と
い
う
の
は
仏
が
父
母
に
孝
養
し
た
報
い
に
よ
っ
て
得
た
る
と
こ
ろ
の
相
で
あ
る
と
い 

 
 
 

う
の
だ
か
ら
、
い
か
に
父
母
に
孝
養
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
か
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
俗
に
い
う
、
仏
さ
ま
の
頭 

 
 
 

の
て
っ
ぺ
ん
は
、
誰
も
み
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
無
見
頂
相
で
あ
る
。
誰
も
み
た
こ
と
が
な
い 

 
 
 
 
 

う
の
が
常
で
あ
る
。
釈
尊
在
世
中
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
通
力
が
す
ぐ
れ
た
と
い
わ
れ
る
バ
ラ
門
教
中
の
竹
杖
外 

 
 
 

道
が
、
釈
尊
の
頭
の
て
っ
ぺ
ん
を
の
ぞ
い
て
み
た
い
と
思
っ
た
。 

 

頭
の
て
っ
ぺ
ん
を
の
で
い
て
み
る
の
に
は
、
そ
の
高
さ
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
に
、
釈
尊
の
身
長
は 

 
 

一
丈
六
尺
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
竹
杖
外
道
は
そ
れ
は
為
に
す
る
宣
伝
で
あ
る
と
常
に
疑
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 

そ
こ
で
一
丈
六
尺
の
竹
の
杖
を
も
っ
て
い
っ
て
釈
尊
を
は
か
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
何
時
は
か
っ
て
み
て
も
、 

 
 
 

丈
六
の
竹
杖
が
、
不
思
議
に
も
、
釈
尊
の
ス
テ
ッ
キ
ぐ
ら
い
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
丈
端
に
お
い
て
一 
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丈
六
尺
を
出
過
す
と
書
い
て
あ
る
。
は
か
る
度
毎
に
、
仏
身
は
ま
す
ま
す
た
か
く
な
っ
て
、
よ
く
、
そ
の
実
を
は 

 
 
 

か
る
こ
と
が
で
き
ず
、
つ
い
に
杖
を
投
げ
て
去
っ
た
と
い
わ
れ
る
。 

 

懐
調
世
界
の
思
惟
華
仏
の
弟
子
た
る
、
応
持
菩
薩
が
釈
尊
の
御
身
を
は
か
ろ
う
と
し
た
話
も
あ
る
。
す
な
わ 

 
 
 

ち
、
釈
尊
が
あ
る
時
、
ハ
ラ
ナ
国
に
布
教
に
行
か
れ
た
が
、
こ
の
時
、
応
持
菩
薩
が
、
こ
の
シ
ャ
バ
世
界
に
き 

 
 
 

て
、
釈
尊
の
と
こ
ろ
に
も
う
で
て
、
仏
の
御
足
を
礼
拝
し
て
、
め
ぐ
る
こ
と
千
辺
も
し
た
が
、
釈
尊
の
御
身
の
長 

 
 
 

さ
を
は
か
り
た
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
応
持
菩
薩
は
神
通
力
を
も
っ
て
、
身
を
変
ず
る
こ
と
三
百
三
十 

 
 
 

万
里
の
高
さ
に
な
っ
て
、
仏
の
無
見
頂
相
を
み
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
あ
に
は
か
ら
ん
や
、
釈
尊
の
身
の
高
さ 

 
 
 

は
五
百
四
十
三
万
兆
姟
核
二
億
里
で
あ
っ
た
と
い
う
。
女
へ
ん
に
亥
と
書
い
て
カ
イ
と
読
む
。
今
は
こ
ん
な
字
は
な 

 
 

い
が
、
カ
イ
と
は
数
の
極
ま
る
と
こ
ろ
を
姟
（
カ
イ
）
と
い
う
万
々
な
り
と
あ
る
。
十
兆
を
経
と
い
い
十
経
を
姟 

 
 
 

と
い
う
と
あ
る
。
何
故
こ
ん
な
こ
と
を
い
う
か
と
い
う
と
、
昔
は
億
と
か
兆
と
か
は
、
一
生
涯
に
あ
ま
り
ぶ
つ
か 

 
 
 

ら
な
い
計
数
の
観
念
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
最
近
で
は
国
家
の
予
算
が
一
兆
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
分
で
行 

 
 
 

く
と
、
後
十
年
も
た
て
ば
日
本
国
家
の
予
算
も
一
姟
ぐ
ら
い
に
な
る
か
も
分
ら
な
い
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
姟
の
字
の 

 
 
 

講
釈
を
し
て
み
た
。 

 

さ
て
、
釈
尊
は
、
こ
の
時
、
神
通
力
を
も
っ
て
、
応
持
菩
薩
を
し
て
、
も
っ
と
も
っ
と
上
の
方
へ
引
き
あ
げ
、 

 
 
 

百
億
恒
沙
（
恒
沙
と
は
印
度
の
恒
河
の
砂
の
意
味
で
、
無
数
無
量
の
大
数
を
表
わ
す
）
の
世
界
を
通
り
す
ぎ
て
、 

 
 
 

蓮
華
荘
厳
と
い
う
世
界
に
応
持
菩
薩
を
至
ら
し
め
た
が
、
ま
だ
ま
だ
応
持
菩
薩
は
釈
尊
の
い
た
だ
き
を
み
る
こ
と 
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が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
蓮
華
荘
厳
世
界
の
仏
さ
ま
で
あ
る
蓮
華
仏
に
、
応
持
菩
薩
が
、
釈
尊
の
い
た
だ
き
は 

 
 

ど
こ
ま
で
い
っ
た
な
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
と
、
問
う
た
と
こ
ろ
が
、
蓮
華
仏
は
、
さ
ら
に
こ
れ
よ 

 
 
 

り
恒
沙
劫
（
劫
も
数
の
無
量
を
表
わ
し
種
々
な
説
明
が
あ
る
。
一
説
を
あ
げ
れ
ば
、
方
四
十
里
の
石
あ
り
、
三
年 

 
 
 

に
一
度
天
女
が
舞
い
下
り
て
、
羽
衣
で
さ
あ
っ
と
な
で
る
。
そ
し
て
そ
の
石
が
な
く
な
っ
た
時
を
一
劫
と
い
う
。 

 
 
 

ま
た
、
梵
天
の
一
日
は
す
な
わ
ち
人
間
の
四
億
三
千
二
百
万
年
を
一
劫
と
い
う
）
を
す
ぎ
て
も
、
仏
の
い
た
だ
き 

 
 
 

は
み
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
わ
れ
た
と
あ
る
。 

 

竹
杖
外
道
の
話
も
、
応
持
菩
薩
の
話
も
、
無
見
頂
相
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
説
明
し
て
、
父
母
の
孝
養
が
も 

 
 
 

っ
と
も
大
切
で
あ
り
、
父
母
の
孝
養
を
忘
れ
た
る
、
仏
道
修
行
も
信
心
も
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る 

 
 
 

の
で
あ
る
。 

 

故
に
、
法
蓮
抄
に
は
「
釈
尊
塵
点
劫
の
間
（
塵
点
劫
と
は
こ
れ
も
数
量
を
表
わ
す
。
た
と
え
ば
、
大
千
世
界
を 

 
 
 

く
だ
い
て
み
じ
ん
と
な
し
人
間
の
百
年
に
一
塵
を
と
っ
て
、
と
り
つ
く
す
の
を
一
劫
と
い
う
。
別
説
も
あ
る
が
略 

 
 

す
）
修
行
し
て
、
仏
に
な
ら
ん
と
、
は
げ
み
し
こ
と
は
何
ご
と
ぞ
。
孝
養
の
こ
と
な
り
」
と
あ
っ
て
、
仏
道
修
行 

 
 
 

の
空
極
は
孝
養
に
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

聖
人
に
お
い
て
も
孝
養
の
自
信
た
る
や
釈
尊
に
ゆ
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
「
教
主
釈
尊
の
父
母
の
御 

 
 
 

た
め
に
説
か
せ
給
い
て
候
経
文
な
り
（
略
）
日
蓮
が
心
中
に
第
一
と
思
う
法
門
な
り
、
父
母
に
御
孝
養
の
志
あ
ら 

 
 
 

ん
人
び
と
は
法
華
経
を
贈
り
給
う
べ
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
蓮
は
日
本
第
一
の
法
華
経
の
行
者
な
り
と
い
わ 
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れ
て
お
る
。
法
華
経
の
行
者
は
ま
た
日
本
第
一
の
孝
養
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
華
経 

 
 
 

は
内
典
の
孝
経
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
る
で
は
な
い
か
。 

 

経
文
に
も
「
若
し
父
母
に
信
な
く
ん
ば
、
教
え
て
信
ぜ
し
め
よ
、
戒
な
く
ん
ば
戒
を
あ
た
え
よ
、
き
か
ず
ん 

 
 
 

ば
、
き
か
し
め
よ
」
（
父
母
恩
難
報
経
）
と
あ
る
が
、
以
上
を
も
っ
て
し
て
も
、
聖
人
の
父
母
が
ま
っ
先
に
、
聖 

 
 
 

人
の
御
信
者
に
な
っ
た
因
縁
が
う
な
ず
け
る
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
程
聖
人
が
思
っ
て
お
ら
れ
た
慈
母
が
、
文
永
四
年
八
月
十
五
日
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

聖
人
は
慈
母
の
墓
の
側
に
庵
を
結
ん
で
、
一
百
日
間
、
法
華
経
を
読
誦
し
て
御
報
恩
申
し
上
げ
た
と
い
わ
れ 

 
 
 

る
。 

 

出
家
な
れ
ば
い
た
し
か
た
な
い
が
、
六
十
一
年
の
生
涯
中
、
母
親
の
許
に
あ
っ
た
の
は
、
わ
ず
か
に
十
二
年
間 

 
 
 

で
あ
る
。
鎌
倉
に
い
っ
て
か
ら
の
聖
人
の
噂
で
、
善
い
噂
を
母
は
き
い
た
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
そ
し
て
最
後
に
自 

 
 
 

分
の
息
子
は
、
伊
豆
の
伊
東
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
聖
人
の
母
は
、
聖
人
へ
の
信
頼
を
失 

 
 
 

わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
聖
人
は
母
親
に
心
配
の
み
か
け
て
、
よ
き
た
よ
り
を
生
涯
中
き
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
を 

 
 
 

心
痛
さ
れ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
聖
人
の
孝
養
を
以
上
の
べ
て
み
た
が
、
聖
人
は
な
お
孝
養
た
り
ず
と
な
し
て
、 

 
 

「
日
蓮
が
母
存
生
し
て
お
わ
せ
し
に
、
仰
せ
候
い
し
事
を
も
、
余
り
に
そ
む
き
て
侯
い
し
か
ば
、
今
お
く
れ
参
ら 

 
 
 

せ
候
う
が
、
あ
な
が
ち
に
、
く
や
し
く
覚
え
候
え
ば
、
一
代
聖
教
を
考
え
て
、
母
の
孝
養
を
つ
か
ま
つ
ら
ん
と
存 

 
 
 

じ
候
」 
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と
御
自
身
で
い
わ
れ
て
お
る
。 


