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文
永
五
年
、
築
紫
路
の
楠
の
若
芽
が
花
か
と
思
う
程
、
あ
ざ
や
か
に
も
え
る
頃
、
蒙
古
の
使
者
ハ
ン
プ
は
前
述 

 
 
 

の
ご
と
く
返
書
も
も
ら
え
ず
、
太
宰
府
か
ら
一
歩
も
で
る
こ
と
な
く
し
て
帰
国
し
た
の
で
あ
る
。 

 

ハ
ン
プ
な
る
使
者
が
太
宰
府
か
ら
一
歩
も
出
な
く
と
も
、
蒙
古
襲
来
の
う
わ
さ
は
日
本
中
に
ひ
ろ
が
っ
て
い 

 
 
 

た
。 

 

返
書
を
あ
た
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
戦
争
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
民
は
眼
の
前
が
ま
っ
く
ら 

 
 
 

に
な
っ
た
よ
う
な
気
持
で
あ
っ
た
。
道
を
歩
い
て
も
、
家
に
い
て
も
、
戦
争
に
な
る
と
い
う
不
安
は
消
え
な
い
。 

 
 
 

時
節
を
告
げ
る
草
木
は
、
人
間
に
は
お
構
い
な
く
咲
い
た
り
散
っ
た
り
し
て
ゆ
く
の
に
、
人
間
だ
け
が
、
不
安
な 

 
 
 

気
持
で
す
ぎ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

そ
の
中
で
、
た
だ
な
ぐ
さ
め
に
な
る
の
は
子
供
の
無
心
に
遊
ぶ
姿
で
あ
っ
た
。
戦
争
に
な
れ
ば
一
番
弱
い
子
供 
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が
、
今
は
一
番
強
い
存
在
で
あ
る
。
子
供
の
遊
ぶ
姿
を
み
て
お
る
と
、
戦
争
の
不
安
に
お
の
の
く
自
分
の
姿
が
恥 

 
 
 

ず
か
し
か
っ
た
。
蒙
古
来 

蒙
古
来 

文
永
五
年
の
新
緑
は
、
国
民
一
般
に
な
や
ま
し
い
初
夏
の
み
ど
り
で
あ
っ 

 
 

た
。 

 

後
嵯
峨
法
皇
は
五
十
歳
の
賀
宴
を
廃
止
さ
れ
、
四
月
十
三
日
に
は
、
伊
勢
の
大
廟
に
勅
使
を
た
て
て
、
蒙
古
来 

 
 
 

を
告
げ
る
と
と
も
に
大
和
に
あ
る
神
功
皇
后
以
下
の
七
の
御
陵
に
も
、
国
家
存
亡
の
急
を
報
告
し
、
つ
い
で
二
十 

 
 
 

二
社
に
国
難
の
切
迫
を
告
げ
て
御
祈
禱
を
つ
づ
け
た
。
こ
れ
に
対
し
幕
府
は
、
蒙
古
の
野
心
を
早
く
か
ら
み
て
と 

 
 

り
、
蒙
古
の
使
者
が
ま
だ
太
宰
府
に
お
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
永
五
年
の
二
月
に
は
、
讃
岐
の
武
将
た
ち
に
対 

 
 
 

し
て
、
防
備
を
か
た
め
る
よ
う
に
命
令
を
し
て
お
る
程
で
あ
っ
た
。 

 

文
永
五
年
の
三
月
五
日
、
北
条
時
宗
の
胆
甕
の
ご
と
し
と
、
い
ま
な
お
い
い
つ
た
え
ら
れ
る
時
宗
が
、
十
八
歳 

 
 
 

で
執
権
職
に
な
っ
た
。 

 

時
宗
は
時
頼
の
子
で
あ
る
。
時
頼
は
執
権
職
を
十
年
つ
づ
げ
た
が
、
そ
の
在
職
中
に
幕
制
の
刷
新
を
や
っ
た
こ 

 
 
 

と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
北
条
一
族
の
権
力
を
確
立
し
た
。
鎌
倉
幕
府
に
は
評
定
衆
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は 

 
 
 

有
名
で
あ
る
。 

 

評
定
衆
は
聖
人
十
四
歳
の
嘉
禄
元
年
の
十
一
月
に
設
置
さ
れ
て
政
所
が
財
務
事
務
を
、
間
注
所
が
裁
判
事
務
を 

 
 
 

扱
っ
た
の
に
対
し
、
評
定
衆
は
そ
の
上
に
立
っ
て
、
諸
政
務
の
最
終
的
決
定
と
、
政
治
的
諸
策
の
決
定
に
当
た
っ 

 
 
 

て
お
っ
た
。
故
に
評
定
衆
に
加
え
ら
れ
た
人
び
と
ぱ
、
政
所
に
出
任
し
て
、
執
権
や
連
署
と
共
に
重
要
政
務
の
評 
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議
に
当
っ
た
の
で
あ
る
。
幕
府
が
公
平
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
る
の
は
、
評
定
衆
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ 

 
 

が
、
時
頼
の
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
公
式
の
評
定
衆
と
は
別
に
、
時
頼
の
私
邸
に
お
い
て
、
秘
密
会
議
が
開
か
れ 

 
 

て
、
評
定
衆
制
度
を
事
実
的
に
無
視
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
幕
府
創 

 
 
 

立
の
元
老
は
と
っ
く
に
死
亡
し
、
北
条
氏
以
外
の
三
浦
氏
な
ぞ
有
力
者
も
亡
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
北
条
氏
一 

 
 
 

族
の
勢
力
が
確
立
さ
れ
た
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

時
頼
は
、
最
明
寺
で
出
家
し
、
嫡
子
時
宗
が
幼
少
な
の
で
、
執
権
職
を
一
族
中
の
長
時
に
ゆ
ず
っ
た
が
、
最
明 

 
 
 

寺
入
道
と
名
乗
っ
て
、
政
治
を
み
る
こ
と
八
か
年
つ
づ
い
た
。
長
時
の
後
、
政
村
を
へ
て
文
永
五
年
三
月
五
日
、 

 
 
 

政
村
が
連
署
と
な
り
時
宗
が
執
権
職
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

時
宗
の
時
代
に
は
、
す
で
に
北
条
氏
一
族
の
勢
力
は
確
立
し
て
、
専
制
的
色
彩
が
こ
く
な
っ
て
き
て
い
た
。
こ 

 
 
 

の
こ
と
は
、
蒙
古
襲
来
と
い
う
国
難
に
処
す
る
た
め
に
は
、
だ
ん
こ
た
る
処
置
を
容
易
に
と
る
こ
と
が
出
来
た
の 

 
 
 

で
大
変
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
専
制
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
、
長
時
の
時
代
に
、
聖
人 

 
 
 

が
歴
史
に
も
未
曾
有
な
一
回
の
取
り
調
べ
も
な
く
、
伊
東
に
流
罪
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
起
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

時
宗
は
三
月
に
執
権
職
に
な
る
と
、
廃
止
さ
れ
て
い
た
引
付
衆
を
四
月
に
復
活
し
た
。
引
付
衆
と
い
う
の
は
、 

 
 
 

評
定
衆
を
補
佐
し
て
、
訴
訟
や
公
事
を
つ
か
さ
ど
る
役
で
、
外
見
は
公
正
な
る
機
関
た
る
評
定
衆
が
強
化
さ
れ
た 

 
 
 

よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
時
宗
は
、
蒙
古
襲
来
の
危
機
を
利
用
し
て
、
従
来
の 

 
 
 

合
議
制
を
打
ち
破
り
、
北
条
氏
の
専
制
を
確
立
す
べ
く
、
そ
の
私
邸
に
お
い
て
、
北
条
一
門
の
人
び
と
や
そ
の
他 
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一
部
の
要
人
を
あ
つ
め
て
、
「
寄
合
」
を
政
務
決
裁
の
実
質
的
な
機
関
と
な
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の 

 
 
 

「
寄
合
」
で
審
議
さ
れ
る
事
柄
は
、
評
定
衆
の
新
任
、
引
付
衆
の
異
動
と
い
っ
た
よ
う
な
幕
府
の
人
事
問
題
や
、 

 
 
 

兵
糧
所
返
付
の
件
な
ど
と
い
っ
た
重
要
事
項
で
あ
っ
た
。 

 

時
宗
の
時
代
に
は
、
評
定
衆
は
実
質
的
最
高
決
議
機
関
た
る
地
位
は
な
く
な
っ
て
、
北
条
一
門
の
専
制
体
制
を 

 
 
 

確
立
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
諸
国
の
守
護
職
な
ぞ
は
北
条
一
門
の
手
中
に
集
中
さ
れ
、
蒙
古
襲
来
を
機
会
に
し
て 

 
 
 

九
州
、
山
陽
、
山
陰
に
は
そ
れ
が
露
骨
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
時
宗
は
、
蒙
古
襲
来
と
い
う
こ
と
を
利
用
し
て
、
ま
っ
た
く
北
条
氏
一
門
の
権
力
体
制
を
確
立 

 
 
 

さ
せ
、
命
令
以
下
な
ん
で
も
出
来
る
よ
う
な
状
態
を
つ
く
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
時
に
、
聖
人
が
時
宗
を
相
手
に
し
て
、
蒙
古
襲
来
と
い
う
聖
人
が
九
か
年
も
前
に
立
正
安
国
論
に
予
言
さ 

 
 
 

れ
た
予
言
の
的
中
を
も
っ
て
、
時
宗
に
せ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
時
宗
は
蒙
古
襲
来
と
い
う
こ
と
を
利
用
し
て
、
自 

 
 
 

己
の
専
制
政
治
を
確
立
し
た
が
、
聖
人
は
蒙
古
襲
来
と
い
う
自
己
の
予
言
の
的
中
を
も
っ
て
、
い
よ
い
よ
仏
法
上 

 
 
 

の
信
念
を
か
た
め
ら
れ
た
。
時
宗
と
聖
人
の
間
に
、
ま
さ
に
一
戦
あ
る
の
は
、
理
の
当
然
で
は
な
い
か
。 

「
謹
ん
で
言
上
し
ま
す
。
正
月
十
八
日
に
大
蒙
古
国
の
牒
状
が
到
来
し
ま
し
た
。
日
蓮
が
九
か
年
前
に
諸
経
の
要 

 
 
 

文
を
あ
つ
め
て
、
か
ん
が
え
た
立
正
安
国
論
の
ご
と
く
少
し
も
違
わ
ず
符
合
し
ま
し
た
。
未
萌
を
知
っ
た
が
故 

 
 
 

に
、
日
蓮
は
聖
人
の
一
分
に
相
当
し
ま
す
。
よ
っ
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
警
告
し
ま
す
。
い
そ
い
で
建
長
寺
、
寿 

 
 
 

福
寺
、
極
楽
寺
、
多
宝
寺
、
浄
光
明
寺
、
大
仏
殿
等
の
御
信
仰
を
や
め
な
さ
い
。
し
が
ら
ず
ん
ば
、
四
方
よ
り
せ 
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め
き
た
り
ま
す
。
す
み
や
か
に
蒙
古
国
を
調
伏
し
て
、
わ
が
国
を
安
泰
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
蒙
古
を
調 

 
 
 

伏
す
る
こ
と
は
、
日
蓮
に
非
ず
ん
ば
出
来
ま
せ
ん
。
諫
臣
が
国
に
あ
れ
ば
そ
の
国
は
正
し
く
、
争
子
（
父
母
の
不 

 
 
 

善
を
諫
め
る
子
供
）
家
に
あ
れ
ば
そ
の
家
は
正
し
い
、
国
家
の
安
危
は
、
政
道
の
直
否
に
あ
り
、
仏
法
の
邪
正
は 

 
 
 

経
文
の
明
鏡
に
よ
り
ま
す
。 

 

こ
の
日
本
国
は
神
国
で
あ
り
ま
す
。
神
は
非
礼
を
う
け
ま
せ
ん
。
天
神
七
代
、
地
神
五
代
、
そ
の
外
諸
天
善
神 

 
 
 

等
は
一
乗
を
擁
護
す
る
神
様
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
法
華
経
を
も
っ
て
食
と
な
し
、
正
直
を
も
っ
て
力
と
し
て
い 

 
 
 

ま
す
。
法
華
径
に
い
わ
く
、
諸
仏
救
世
者
、
大
神
通
に
住
し
て
、
衆
生
を
悦
ば
し
め
ん
が
た
め
の
故
に
無
量
の
神 

 
 
 

力
を
現
ず
と
、
一
乗
を
す
て
て
か
え
り
み
な
い
国
に
は
善
神
は
当
然
怒
り
ま
す
。
仁
王
経
に
は
「
一
切
の
聖
人
が 

 
 
 

さ
る
時
に
は
、
七
難
必
ず
起
る
」
と
あ
り
ま
す
。
呉
王
は
伍
子
胥
が
言
葉
を
き
か
ず
し
て
わ
が
身
を
亡
し
、
傑
と 

 
 
 

紂
の
二
王
は
竜
と
比
と
い
う
二
人
の
臣
下
を
失
っ
て
国
位
を
亡
ぼ
し
ま
し
た
。
今
、
日
本
国
は
ま
さ
に
蒙
古
に
奪 

 
 
 

わ
れ
ん
と
し
て
い
ま
す
。
歎
か
ぬ
人
は
一
人
も
な
く
、
驚
か
ぬ
者
は
一
人
も
お
り
ま
せ
ん
。
日
蓮
が
申
す
こ
と
を 

 
 
 

御
用
い
な
け
れ
ば
、
必
ず
後
悔
し
ま
す
ぞ
。
日
蓮
は
法
華
経
の
御
使
い
で
あ
り
ま
す
。
経
に
は
「
則
ち
如
来
の 

 
 
 

使
、
如
来
の
所
遣
と
し
て
、
如
来
の
事
を
行
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
由
を
方
々
へ
申
し
上
げ
ま
し
た
。
願
わ
く 

 
 

ば
、
一
か
所
に
あ
つ
ま
っ
て
、
御
評
議
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
す
。
現
在
行
っ
て
お
る
い
ろ
い
ろ
な
御
祈
禱
を
や 

 
 
 

め
て
、
貴
下
の
御
前
に
、
諸
宗
を
召
し
出
し
、
仏
法
の
正
邪
を
決
定
し
て
下
さ
い
。
谷
川
の
底
の
長
松
を
知
ら
ざ 

 
 
 

る
は
良
匠
の
誤
り
、
闇
中
の
錦
衣
を
い
ま
だ
み
ざ
る
は
、
愚
人
の
失
で
あ
り
ま
す
。
印
度
、
支
那
、
日
本
の
三
国 
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に
お
い
て
、
阿
闇
世
、
陳
隋
、
桓
武
の
御
代
に
仏
法
の
邪
正
を
分
別
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
決
し
て
日 

 
 
 

蓮
が
私
曲
（
か
た
よ
り
し
て
よ
こ
し
ま
の
意
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
と
え
に
、
大
忠
を
い
だ
く
故
で
す
。
自
分 

 
 
 

の
身
の
為
に
申
す
の
で
は
な
く
神
の
為
、
君
の
為
、
国
の
為
、
一
切
衆
生
の
為
に
言
上
し
ま
す
。 

文
永
五
年
十
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
蓮
花
押
」
（
全
集
一
六
九
ペ
ー
ジ
） 

こ
れ
は
聖
人
が
、
時
宗
に
あ
た
え
た
書
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
時
宗
に
直
接
書
を
あ
た
え
る
こ
と
は
出
来
な
い 

 
 
 

か
ら
時
の
寺
社
奉
行
で
あ
っ
た
宿
屋
左
衛
門
を
通
じ
て
上
奏
し
た
文
書
で
あ
る
。
口
語
体
に
し
た
の
は
、
読
み
や 

 
 
 

す
く
し
よ
う
と
思
っ
て
筆
者
が
し
た
。
読
者
が
直
接
聖
人
の
御
書
を
読
む
こ
と
を
希
望
す
る
。 

 

と
も
か
く
、
こ
れ
が
北
条
氏
の
専
制
政
治
を
確
立
し
て
、
な
ん
で
も
命
令
い
っ
か
出
来
る
北
条
時
宗
に
、
蒙
古 

 
 
 

襲
来
を
前
に
し
て
、
聖
人
が
あ
た
え
た
一
言
で
あ
る
。
事
が
起
ら
な
け
れ
ば
、
む
し
ろ
不
思
議
で
あ
る
。 

二 

「
先
年
（
九
年
前
）
現
在
の
蒙
古
来
の
国
難
に
つ
い
て
考
え
た
立
正
安
国
論
の
予
冒
が
、
符
合
し
た
こ
と
に
つ
い 

 
 

て
、
執
権
職
北
条
時
宗
殿
に
一
書
を
奉
り
ま
し
た
。 

 

さ
て
本
年
の
正
月
十
八
日
に
、
蒙
古
国
よ
り
国
書
が
、
予
言
の
ご
と
く
到
来
し
ま
し
た
。
こ
の
事
実
か
ら
考
え 

 
 
 

ま
す
と
、
予
言
が
的
中
し
た
の
で
す
か
ら
、
日
蓮
は
、
聖
人
の
資
格
を
一
分
そ
な
え
て
お
り
ま
す
。
事
実
が
そ
う 
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な
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
も
っ
て
何
ん
の
お
尋
ね
も
な
い
の
で
重
ね
て
、
諌
状
を
呈
し
ま
す
。 

 
 

願
う
こ
と
は
、
邪
宗
の
寺
や
邪
宗
の
僧
侶
の
御
信
仰
を
や
め
て
、
法
華
経
に
帰
依
す
る
こ
と
で
す
。
し
か
ら
ざ 

 
 
 

れ
ば
後
悔
す
る
よ
う
な
国
難
が
く
る
ぞ
と
日
蓮
は
断
言
し
ま
す—

—
—
—

以
上
の
趣
旨
を
本
日
十
一
か
所
に
十
一
通
の 

 
 
 
 

手
紙
を
書
い
て
、
申
し
送
り
ま
し
た
。
さ
だ
め
し
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
御
評
議
が
あ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ 

 
 
 

う
。
早
く
、
公
場
に
て
諸
宗
と
の
対
決
を
望
む
、
日
蓮
の
本
望
を
と
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
こ
と
に
つ 

 
 
 

い
て
は
、
ひ
と
え
に
、
あ
な
た
の
ご
努
力
を
お
願
い
申
し
ま
す
。
十
一
通
の
手
紙
の
宛
名
は
、
平
左
衛
門
尉
殿
の 

 
 
 

手
紙
に
申
し
上
げ
て
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
詳
細
に
申
し
上
げ
た
い
が
、
執
権
職
北
条
時
宗
殿
に
差
し
上
げ
た
、
書 

 
 
 

面
に
の
べ
て
あ
り
ま
す
の
で
省
略
し
ま
す
。
執
権
職
の
御
機
嫌
の
よ
い
折
を
み
は
か
ら
っ
て
、
御
披
露
を
お
願
い 

 
 
 

申
し
ま
す
。 

文
永
五
年
十
月
十
一
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 

蓮 

花 

押 

宿
屋
入
道
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
 

 

宿
屋
入
道
は
、
北
条
時
頼
、
時
宗
の
近
侍
の
士
で
あ
っ
て
、
「
お
側
御
用
と
り
つ
ぎ
」
の
役
の
人
で
あ
る
と
伝 

 
 
 

え
る
。
立
正
安
国
論
は
、
宿
屋
入
道
の
は
か
ら
い
で
、
幕
府
に
献
上
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
は
、
聖
人
の
竜 

 
 
 

の
口
の
法
難
を
ま
の
あ
た
り
に
み
て
、
念
仏
よ
り
改
宗
し
た
。
そ
の
屋
敷
跡
は
、
鎌
倉
長
谷
に
光
則
寺
と
し
て
現 

 
 
 

存
し
て
お
る
。 
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「
蒙
古
国
の
国
書
が
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
執
権
職
北
条
時
宗
殿
に
書
面
を
出
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
九
か
年
前
に
、
目
薦
が
立
正
安
国
論
に
申
し
た
こ
と
に
少
し
も
違
わ
ず
、
符
合
し
て
お
り
ま 

 
 
 

す
。
よ
っ
て
、
国
難
を
う
れ
う
る
心
持
を
重
ね
て
の
訴
状
を
も
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
。  

 

日
蓮
は
、
執
権
職
北
条
時
宗
殿
に
は
諫
暁
の
書
面
を
送
り
、
鎌
倉
の
七
大
寺
に
向
っ
て
は
、
破
折
の
書
を
お
く 

 
 
 

り
ま
し
た
。
貴
殿—

—
—
—

平
左
衛
門
尉
頼
綱—

—
—
—

は
、
天
下
の
大
黒
柱
で
あ
り
、
万
民
の
手
足
で
あ
り
ま
す
。
蒙
古 

 
 
 
 

来
と
い
う
国
難
に
あ
た
っ
て
、
国
の
存
亡
を
、
歎
か
ず
に
は
お
ら
れ
ま
す
ま
い
。
恐
れ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
す
ま 

 
 
 

い
。
一
日
で
も
早
く
亡
国
の
原
因
た
る
、
誇
法
の
者
を
退
治
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

妙
法
蓮
華
経
と
い
う
も
の
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
仏
さ
ま
の
悟
の
内
容
で
あ
り
、
一
切
の
神
さ
ま
の
御
威
光
を 

 
 
 

養
う
食
物
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
妙
法
蓮
華
経
を
信
仰
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
三
災
七
難
な
ぞ
は
起
こ
る
も
の
で
は 

 
 
 

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
る
に
、
こ
の
妙
法
蓮
華
経
を
唱
え
、
こ
の
妙
法
蓮
華
経
を
弘
め
る
日
蓮
を
、
幕
府
は
、
先
年 

 
 
 

伊
豆
の
伊
東
へ
流
罪
に
な
さ
れ
ま
し
た
。
大
日
天
王
等
の
諸
神
が
罰
を
日
本
の
国
土
に
加
え
る
の
は
当
然
で
あ
り 

 
 
 

ま
す
。 

 

昔
、
聖
徳
太
子
は
十
五
歳
の
時
に
、
物
部
守
屋
大
連
を
誅
し
て
仏
法
を
お
こ
さ
れ
、
藤
原
秀
郷
は
、
平
の
将
門 

 
 
 

の
乱
を
平
げ
て
、
名
を
後
世
に
ま
で
伝
え
ま
し
た
。
こ
の
先
例
に
な
ら
っ
て
、
法
華
経
の
強
敵
た
る
北
条
氏
一
門 
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並
び
に
日
本
国
中
の
人
び
と
の
御
帰
依
の
寺
僧
を
退
治
し
て
、
神
々
の
擁
護
を
蒙
り
、
国
家
を
安
泰
に
み
ち
び
く 

 
 
 

べ
き
で
あ
り
ま
す
。 

 

現
今
の
法
律
た
る
貞
永
式
目
を
み
ま
す
と
、
明
ら
か
に
正
し
が
ら
ざ
る
も
の
を
制
止
し
て
お
り
ま
す
。
今
、
日 

 
 
 

蓮
が
国
難
を
う
れ
う
る
正
し
い
訴
え
を
御
採
用
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
式
目
の
御
起
請
文
を
破
る
こ
と
に
な 

 
 
 

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
仔
細
を
か
い
て
諸
方
面
に
手
紙
を
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
北
条
時
宗
殿
、
宿
屋
入
道
殿
、 

 
 
 

建
長
寺
、
寿
福
寺
、
極
楽
寺
、
大
仏
殿
、
長
楽
寺
、
多
宝
寺
、
浄
光
明
寺
、
弥
源
太
殿
と
こ
の
手
紙
を
い
れ
て
、 

 
 
 

十
一
か
所
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
か
、
国
難
を
う
れ
う
る
の
な
ら
ば
、
十
一
か
所
の
人
び
と
が
相
談
を
し
て
、
至
急 

 
 
 

に
幕
府
の
力
を
も
っ
て
、
対
決
を
日
蓮
と
す
る
と
い
う
お
許
し
の
通
知
を
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。 

 

日
蓮
と
諸
宗
の
僧
侶
と
の
、
公
場
対
決
が
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
卞べ

ん

和か

の
あ 

 
 
 

ら
た
ま
が
み
が
か
れ
て
立
派
な
玉
と
な
り
、
法
王
の
髻
（
毛
髪
を
頭
上
に
あ
つ
め
て
束
ね
た
と
こ
ろ
）
の
中
に
か 

 
 
 

く
さ
れ
た
珠
が
世
に
で
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
は
ま
っ
た
く
、
日
蓮
自
身
の
た
め
に
こ
れ
を
中
す
の 

 
 
 

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
の
為
、
君
の
為
、
国
の
為
、
一
切
衆
生
の
為
に
執
権
職
北
条
時
宗
殿
に
書
を
呈
し
た
次
第 

 
 
 

で
あ
り
ま
す
。 

 
 

文
永
五
年
十
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 

蓮 

花 

押 

 

平
左
衛
門
尉
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

平
左
衛
門
尉
頼
綱
は
、
北
条
時
宗
の
執
権
職
の
執
事
と
侍
所
の
次
官
た
る
所
司
を
兼
ね
た
人
で
あ
る
。 



 

200 
 

 

侍
所
と
は
、
鎌
倉
幕
府
に
あ
っ
て
は
、
侍
の
進
退
宿
衛
、
お
供
、
弓
、
軍
時
に
は
、
軍
奉
行
と
し
て
機
務
に
あ 

 
 
 

ず
か
り
、
諸
士
を
進
退
す
る
権
勢
は
は
な
は
だ
重
い
も
の
で
あ
る
。
侍
所
の
長
官
は
、
別
当
と
称
し
て
北
条
氏
の 

 
 
 

世
襲
で
あ
り
、
次
官
が
上
述
の
所
司
で
あ
る
。
北
条
氏
の
政
務
は
評
定
制
で
あ
っ
た
が
、
最
後
の
決
定
権
は
執
権 

 
 
 

が
握
っ
て
お
っ
た
。
そ
の
執
権
職
の
執
事
で
あ
る
か
ら
、
頼
綱
は
政
府
と
所
司
と
し
て
の
軍
部
の
二
大
政
権
を
握 

 
 
 

っ
て
お
り
、
し
か
も
父
祖
三
代
こ
れ
に
任
じ
た
程
で
あ
る
。
聖
人
が
、
こ
の
手
紙
の
中
で
「
貴
殿
は
天
下
の
大
黒 

 
 
 

柱
で
あ
り
、
万
民
の
手
足
で
あ
る
」
と
い
っ
た
の
は
、
単
な
る
お
世
辞
で
は
な
く
、
事
実
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
頼
綱
は
、
聖
人
を
怨
嫉
し
た
方
で
は
屈
指
の
人
物
で
、
竜
口
法
難
や
佐
度
の
流
罪
に
も
相
当
な
活
躍
を
し 

 
 
 

て
お
る
。
ま
た
日
蓮
正
宗
の
信
徒
に
と
っ
て
も
忘
れ
え
ぬ
人
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
熱
原
法
難
の
主
役
た
る
熱
原 

 
 
 

の
神
四
郎
等
の
三
名
を
責
め
殺
し
た
の
も
こ
の
頼
綱
で
あ
る
。
次
子
の
資
宗
を
し
て
、
神
四
郎
等
三
名
を
射
こ
ろ 

 
 
 

さ
し
て
お
る
。
つ
い
に
は
、
頼
綱
は
自
分
の
権
勢
に
酔
っ
て
、
次
子
の
資
宗
を
将
軍
に
し
よ
う
と
は
か
り
、
皮
肉 

 
 
 

に
も
自
分
の
長
男
の
宗
綱
に
訴
え
ら
れ
て
、
永
仁
元
年
（
聖
人
滅
後
十
二
年
）
四
月
二
十
二
日
に
父
子
と
も
殺
さ 

 
 
 

れ
て
お
る
。
訴
え
た
長
男
宗
綱
は
、
父
頼
綱
が
運
動
し
て
聖
人
を
流
し
た
佐
度
島
に
流
さ
れ
て
お
る
の
も
な
に
か 

 
 
 

の
因
縁
で
あ
ろ
う
。
頼
綱
は
聖
人
滅
後
十
二
年
に
し
て
、
怨
嫉
謗
法
に
よ
っ
て
倒
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

  

「
先
月
お
い
で
下
さ
い
ま
し
た
が
、
急
い
で
お
帰
り
に
な
っ
た
の
で
、
ま
こ
と
に
残
念
で
し
た
。 
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今
度
、
蒙
古
の
国
書
が
到
来
し
ま
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
一
人
よ
り
、
下
万
民
に
至
る
ま
で
、
た
だ
驚
き 

 
 
 

騒
ぐ
だ
け
で
、
い
か
な
る
原
因
で
あ
る
か
は
誰
も
知
っ
て
お
り
ま
せ
ん
、
日
蓮
は
、
か
ね
て
か
ら
か
く
な
る
原
因 

 
 
 

を
知
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
立
正
安
国
論
と
い
う
一
冊
を
つ
く
っ
て
、
九
か
年
前
に
幕
府
に
捧
げ
た
の
で
あ
り 

 
 
 

ま
す
。
前
兆
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
災
が
必
ら
ず
後
に
く
る
と
申
し
ま
す
。
十
二
年
前
の
正
嘉
元
年
八
月
二
十 

 
 
 

三
日
夜
の
、
前
代
未
聞
の
大
地
震
こ
そ
こ
の
前
兆
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
法
華
経
に
は
、
如
是
相
と
あ
っ 

 
 

て
、
真
実
の
姿
を
み
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
天
台
大
師
は
、
蜘
蛛
が
下
っ
て
く
る
と
喜
び
ご
と
が
あ
り
、 

 
 
 

か
さ
さ
ぎ
が
な
け
ば
、
客
人
が
く
る
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
易
で
は
、
吉
か
凶
か
は
物
が
動
こ
う
と
す
る
時
に
生 

 
 
 

ず
る
と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
、
間
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
ょ
せ
ん
は
、
諸
宗
の
帰
依
を 

 
 
 

や
め
て
法
華
径
を
信
仰
し
て
、
こ
の
国
難
を
退
治
せ
よ
と
の
意
味
で
立
正
安
国
論
を
奏
上
し
ま
し
た
。 

 

日
本
の
国
の
亡
び
る
原
因
は
、
浄
土
宗
、
真
言
宗
、
禅
宗
、
律
宗
等
々
の
邪
法
や
悪
法
に
よ
り
起
っ
て
お
り
ま 

 
 

す
。
（
大
東
亜
戦
争
に
何
故
ま
け
た
か
わ
か
ら
な
い
日
本
人
が
い
た
ら
、
こ
の
辺
を
熟
読
さ
れ
た
い—

—
—
—

著
者 

 
 
 
 

記
）
こ
れ
ら
の
諸
宗
と
日
蓮
と
を
対
決
せ
し
め
て
下
さ
い
。
こ
れ
ら
諸
宗
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
経
文
と
、
法
華 

 
 
 

経
と
の
勝
劣
を
決
定
さ
せ
て
下
さ
い
。 

 

特
に
、
あ
な
た
は
、
現
在
の
執
権
職
北
条
時
宗
殿
と
は
一
族
で
あ
り
ま
す
。
北
条
氏
が
亡
ん
だ
ら
、
あ
な
た
と 

 
 
 

て
安
泰
で
あ
り
ま
す
ま
い
。
早
く
蒙
古
を
降
伏
せ
し
め
て
、
国
土
を
安
穏
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
法
華
経
を
そ 

 
 
 

し
る
者
は
過
去
、
現
在
、
未
来
の
も
ろ
も
ろ
の
仏
の
大
怨
敵
で
あ
り
ま
す
。
日
本
国
中
の
人
び
と
が
法
華
経
を
そ 
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し
る
が
故
に
、
天
照
太
神
、
八
幡
大
菩
薩
等
が
、
こ
の
日
本
国
を
み
す
て
た
も
う
た
、
そ
れ
故
に
大
蒙
古
国
よ
り 

 
 
 

国
書
が
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
原
因
を
知
ら
ず
、
ぼ
ん
や
り
し
て
お
れ
ば
今
か
ら
の
ち
は
皆
蒙
古
に
生
け
ど 

 
 
 

り
さ
れ
て
、
蒙
古
国
の
奴
隷
と
な
る
で
し
太
う
。
こ
の
趣
旨
を
方
々
に
申
し
の
べ
、
あ
な
た
に
も
こ
の
手
紙
を
差 

 
 
 

し
上
げ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

文
永
五
年
十
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 

蓮 

花 

押 

 

弥
源
太
入
道
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

弥
源
太
入
道
の
姓
が
北
条
氏
で
あ
る
こ
と
は
、
右
の
御
手
紙
中
に
聖
人
が
「
貴
殿
は
、
相
模
守
（
時
宗
）
と
同 

 
 
 

姓
な
り
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
聖
人
の
草
庵
に
ゆ
き
き
し
て
い
た
こ
と
が
こ
の
手
紙
の
「
去
る 

 
 

月
、
御
来
臨
、
急
ぎ
御
帰
宅
、
本
意
な
く
存
ぜ
し
め
侯
い
を
は
ん
ぬ
」
（
原
文
）
と
、
始
ま
っ
て
お
る
こ
と
で
よ 

 
 
 

く
わ
か
る
。
こ
の
人
は
、
こ
の
手
紙
の
外
に
聖
人
の
御
遺
文
録
に
、
三
通
の
御
手
紙
が
の
っ
て
お
る
。
文
永
十
一 

 
 
 

年
二
月
十
一
日
の
御
手
紙
で
は
、
聖
人
、
太
刀
を
二
振
贈
ら
れ
た
が
聖
人
は
「
あ
な
た
が
お
も
ち
の
時
は
、
悪
の 

 
 

刀
、
仏
前
に
そ
な
え
れ
ば
善
の
刀
」
な
ぞ
と
御
手
紙
を
い
た
だ
き
、
そ
の
外
文
永
十
一
年
九
月
十
七
日
と
、
弘
安 

 
 
 

元
年
八
月
十
一
日
の
御
手
紙
が
あ
る
。 

 

そ
の
他
の
こ
と
は
詳
細
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
御
手
紙
中
に
も
あ
る
通
り
、
執
権
職
北
条
時
宗
と
同
族
で
あ
っ 

 
 
 

た
か
ら
聖
人
が
時
宗
や
頼
綱
を
動
か
そ
う
と
す
る
た
め
に
、
こ
の
弥
源
太
入
道
に
前
述
の
お
手
紙
を
出
し
た
も
の 

 
 
 

と
思
わ
れ
る
。 
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三 

——————

道
隆
へ
の
手
紙—————— 

「
現
今
は
、
寺
の
建
物
は
軒
を
な
ら
べ
、
ど
こ
の
家
庭
で
も
仏
法
の
話
を
し
て
、
仏
教
の
盛
ん
な
こ
と
は
、
イ 

 
 
 
 

ン
ド
、
支
那
に
も
こ
え
、
僧
侶
の
振
舞
い
は
、
あ
た
か
も
神
通
力
を
得
た
羅
漢
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
だ
が
し
か 

 
 

し
、
表
面
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
内
面
は
逆
で
あ
っ
て
、
仏
さ
ま
が
説
い
た
お
経
の
中
で
ど
の
お
経
が
す
ぐ
れ
、 

 
 
 

ど
の
お
経
が
劣
っ
て
お
る
か
を
全
然
知
り
ま
せ
ん
。
そ
の
愚
か
さ
は
け
だ
も
の
同
然
で
あ
っ
て
、
主
で
あ
り
師
匠 

 
 
 

で
あ
り
親
で
あ
る
お
釈
迦
さ
ま
を
す
て
て
し
ま
っ
て
、
わ
れ
ら
に
と
っ
て
縁
の
な
い
よ
そ
の
仏
や
菩
薩
を
信
じ
て 

 
 
 

お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
仏
法
に
戒
め
ら
れ
て
お
る
師
敵
対
に
あ
り
ま
す
。
故
に
、
私
は
、
念
仏
は
無
間
地
獄
の 

 
 
 

わ
ざ
、
禅
宗
は
天
魔
の
お
こ
な
い
、
真
言
は
国
を
亡
ぼ
す
悪
法
、
律
は
国
賊
と
い
う
の
で
す
。 

 

日
蓮
は
、
去
る
文
応
元
年
に
、
以
上
の
悪
法
に
つ
い
て
考
え
た
一
書
、
す
な
わ
ち
立
正
安
国
論
を
、
宿
屋
入
道 

 
 
 

の
手
を
へ
て
故
北
条
時
頼
殿
に
奉
り
ま
し
た
。
こ
の
立
正
安
国
論
の
結
論
は
、
念
仏
宗
、
真
言
宗
、
禅
宗
、
律
宗 

 
 
 

等
々
の
悪
法
を
信
仰
す
る
な
ら
ば
、
世
の
中
に
、
災
難
が
つ
づ
き
、
そ
の
上
、
他
国
か
ら
、
こ
の
日
本
国
が
せ
め 

 
 
 

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
去
る
正
月
十
八
日
に
、
蒙
古
か
ら
国
書 

 
 
 

が
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
日
蓮
が
、
立
正
安
国
論
に
予
言
し
た
と
こ
ろ
と
、
少
し
も
違
わ
ず
符
合
し
た
の
で
あ
り 
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ま
す
。
か
く
の
ご
と
く
、
蒙
古
の
国
書
の
到
来
し
た
こ
と
は
、
諸
宗
の
寺
々
で
行
わ
れ
て
お
る
御
祈
禱
の
力
が
な 

 
 
 

く
な
っ
た
せ
い
か
、
ま
た
は
、
念
仏
真
言
等
の
悪
法
が
ひ
ろ
ま
っ
た
せ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

鎌
倉
中
の
人
び
と
は
、
道
隆
聖
人
を
仏
の
よ
う
に
う
や
ま
い
、
良
観
聖
人
を
羅
漢
の
ご
と
く
に
た
っ
と
ん
で
お 

 
 
 

り
ま
す
が
、
仏
法
上
果
た
し
て
こ
れ
で
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
寿
福
寺
、
多
宝
寺
、
浄
光
明
寺
、
長
楽
寺
、
大
仏
殿 

 
 
 

等
々
の
住
職
は
我
慢
の
心
が
つ
よ
く
、
悟
り
も
せ
ぬ
の
に
、
悟
っ
た
風
を
よ
そ
お
う
、
増
上
慢
の
大
悪
人
で
あ
り 

 
 
 

ま
す
。
ど
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
僧
侶
が
、
蒙
古
国
の
軍
勢
を
調
伏
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
か
り
ま
ち
が
え
ば
、
日
本
国
中
の
人
び
と
が
、
こ
と
ご
と
く
生
け
ど
り
に
さ
れ
て
国
を
亡
ぼ
し
、
来
世
に 

 
 
 

は
、
必
ず
無
間
地
獄
に
お
ち
る
で
し
ょ
う
。
日
蓮
が
申
し
上
げ
る
こ
と
を
採
用
な
さ
ら
な
け
れ
ば
、
必
ず
後
悔
す
る 

 
 

で
し
ょ
う
。 

 

以
上
の
日
蓮
の
主
張
を
、
北
条
時
宗
殿
、
宿
屋
入
道
殿
、
平
左
衛
門
尉
殿
等
へ
申
し
上
げ
ま
し
た
か
ら
、
一
か 

 
 
 

所
に
あ
つ
ま
っ
て
、
ご
相
談
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
蓮
が
私
に
曲
げ
て
申
す
の
で
は
あ
り
ま
せ 

 
 

ん
。
た
だ
仏
の
お
経
、
先
師
の
論
文
に
説
か
れ
て
あ
る
通
り
を
申
し
上
げ
た
ま
で
で
ご
ざ
い
ま
す
。
詳
細
は
お
手 

 
 
 

紙
に
は
書
き
つ
く
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
か
ら
、
公
場
の
対
決
を
期
し
て
、
申
し
上
げ
ま
す
。
手
紙
で
は
、
思
う 

 
 
 

言
葉
を
の
せ
き
れ
ず
、
言
葉
だ
け
で
は
、
心
を
い
い
つ
く
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

 
 

文
永
五
年
十
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 

蓮 

花 

押 

 

建
長
寺 

道
隆
に
奉
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
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—
—
—
—
—
—

宛
名
の
道
隆
は
、
北
条
時
宗
が
建
長
寺
を
建
立
し
た
時
に
招
か
れ
て
住
職
と
な
り
、
建
長
寺
の
第
一
祖
に 

 
 
 
 

な
っ
た
人
で
あ
る
。
こ
の
人
は
、
支
那
の
人
で
、
三
十
五
歳
の
時
に
日
本
に
渡
っ
て
き
た
人
で
あ
る
。
北
条
時
頼 

 
 

は
、
こ
の
人
に
つ
い
て
出
家
し
て
、
法
名
を
道
崇
と
号
し
た
。 

 

道
隆
が
建
長
寺
に
住
職
し
た
の
は
、
聖
人
が
鎌
倉
に
き
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
第
一
声
を
放
っ
た
建
長
五
年 

 
 
 

で
あ
る
。
道
隆
は
、
聖
人
に
と
っ
て
は
良
観
と
対
を
な
す
法
敵
で
あ
っ
た
。
特
に
、
竜
口
法
難
に
つ
い
て
は
、
両 

 
 
 

人
相
通
謀
し
て
、
聖
人
に
害
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
聖
人
は
、
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
に 

「
極
楽
寺
の
生
仏
良
観
聖
人
は
、
折
り
紙
を
さ
さ
げ
て
上
に
訴
え
、
建
長
寺
の
道
隆
聖
人
は
、
輿
に
の
り
て
奉
行 

 
 
 

人
に
ひ
ざ
ま
ず
く
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。 

 

道
隆
は
、
建
長
寺
の
第
一
祖
と
な
り
、
後
ち
京
都
の
建
仁
寺
の
住
職
に
も
な
っ
た
が
、
門
下
に
ざ
ん
げ
ん
さ
れ 

 
 
 

て
甲
州
に
流
さ
れ
る
こ
と
三
か
年
、
許
さ
れ
て
帰
っ
て
き
た
が
、
再
び
甲
州
に
流
さ
れ
た
。
第
二
回
目
は
、
す
ぐ 

 
 
 

許
さ
れ
て
帰
り
、
寿
福
寺
の
住
職
を
へ
て
、
再
び
、
建
長
寺
の
住
職
と
な
っ
た
。
流
罪
の
原
因
は
、
門
下
の
ざ
ん 

 
 
 

げ
ん
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
聖
人
が
、
道
隆
の
臨
終
（
弘
安
元
年
四
月
）
を
評
し
た
手 

 
 
 

紙
の
文
中
（
弥
源
太
入
道
殿
御
消
息
）
に
「
道
隆
の
振
舞
は
日
本
国
の
人
び
と
と
は
知
っ
て
お
る
が
、
上
の
御
威 

 
 
 

光
を
お
そ
れ
る
か
ら
尊
ん
で
は
お
る
が
、
内
心
で
は
、
皆
う
と
ん
じ
て
お
る
」
の
で
あ
る
と
い
っ
て
お
る
。
い
か 

 
 
 

な
る
振
舞
か
は
、
教
義
上
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
当
ら
ず
と
も
、
遠
か
ら
ず
の
想
像
が
つ
く
と
思
う
。 

————

良
観
へ
の
手
紙———— 
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「
蒙
古
国
の
国
書
に
つ
い
て
、
北
条
時
宗
殿
そ
の
外
の
方
々
へ
お
手
紙
を
出
し
ま
し
た
。
国
書
の
こ
と
は
、
日
蓮 

 
 
 

が
文
応
元
年
に
考
え
た
立
正
安
国
論
の
予
言
の
ご
と
く
、
少
し
も
違
わ
ず
符
合
し
ま
し
た
。
こ
の
予
言
的
中
を
、 

 
 
 

あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
思
い
ま
す
か
、
良
観
上
人
、
日
蓮
を
嘲
弄
す
る
心
を
加
え
て
日
蓮
に
帰
伏
な
さ
い
。
も 

 
 
 

し
、
そ
れ
が
出
来
な
い
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
仏
が
法
華
経
に
戒
め
ら
れ
た
「
世
間
の
人
び
と
を
軽
く
み
て
、
自
分 

 
 
 

の
欲
の
た
め
に
、
法
を
説
く
も
の
」
の
罪
を
の
が
れ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
法
に
よ
っ
て
、
人
に
よ
ら
ず
と
は 

 
 
 

仏
の
合
言
で
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
の
お
す
ま
い
を
、
法
華
経
で
は
「
静
か
な
る
所
で
法
衣
を
ま
と
っ
て
、
仏
道
を 

 
 
 

修
行
す
る
所
」
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
静
か
ど
こ
ろ
か
、
好
ん
で
日
蓮
を
い
つ
わ
っ
て
訴
え
る
な
ぞ
、
な
さ
っ
て 

 
 
 

お
る
こ
と
と
、
お
す
ま
い
に
な
っ
て
お
る
住
所
と
精
神
が
反
対
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
こ
そ
、
戒
定
慧
の
三 

 
 
 

学
を
修
行
す
る
と
み
せ
か
け
て
お
る
、
に
せ
の
聖
人
で
あ
り
ま
す
。
法
華
経
の
勧
持
品
に
あ
る
第
三
の
法
敵
、
僣 

 
 
 

聖
増
上
慢
に
あ
た
り
ま
す
。
現
在
は
国
賊
、
後
世
は
地
獄
に
お
ち
る
こ
と
必
定
で
す
。
多
少
で
も
、
従
来
の
悪
事 

 
 
 

を
後
悔
す
る
の
な
ら
ば
日
蓮
に
従
い
な
さ
い
。 

 

以
上
の
趣
旨
を
、
執
権
北
条
時
宗
殿
を
始
め
、
建
長
寺
等
そ
の
外
へ
も
申
し
の
べ
ま
し
た
。
仏
教
の
勝
劣
、
邪 

 
 
 

正
を
た
だ
す
の
に
は
、
公
の
と
こ
ろ
で
対
決
す
る
に
限
り
ま
す
。
小
乗
の
教
え
を
も
っ
て
、
諸
経
中
の
王
で
あ
る 

 
 
 

法
華
経
に
対
抗
す
る
の
は
、
江
河
と
大
海
と
、
華
山
と
し
ゅ
み
山
の
、
比
較
勝
劣
を
論
ず
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り 

 
 
 

ま
す
。 

 

あ
な
た
も
、
蒙
古
を
調
伏
す
る
秘
法
を
、
さ
だ
め
し
ご
存
知
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
日
蓮
は
、
日
本
第
一
の
法 
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華
経
の
行
者
で
あ
っ
て
。
蒙
古
国
退
治
の
大
将
で
あ
り
ま
す
。
法
華
経
薬
王
品
に
「
こ
の
経
は
一
切
経
の
中
で
第 

 
 
 

一
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
経
を
た
も
つ
者
も
、
こ
れ
ま
た
一
切
衆
生
の
中
で
第
一
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
あ
る
こ
と 

 
 
 

に
相
当
し
ま
す
。 

い
ろ
い
ろ
と
申
し
上
げ
て
も
文
章
で
は
理
を
つ
く
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
省
略
い
た
し
ま
す
。 

文
永
五
年
十
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 

蓮 

花 

押 

極
楽
寺
良
観
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

—
—
—
—

良
観
は
、
聖
人
に
と
っ
て
は
、
群
を
ぬ
い
た
法
敵
で
あ
っ
た
。
釈
迦
に
た
し
す
る
提
婆
の
ご
と
し
と
、
聖 

 
 
 
 

人
自
ら
も
良
観
を
評
し
て
お
る
程
で
あ
る
。
「
敵
に
非
ず
ん
ば
、
わ
が
非
を
知
ら
ず
」
と
い
う
聖
語
が
あ
る
が
、 

 
 
 

味
う
べ
き
言
葉
で
あ
る
。 

 

良
観
は
大
和
の
国
の
人
で
、
叡
尊
の
弟
子
、
建
長
四
年
に
、
律
宗
を
関
東
に
弘
め
る
た
め
に
下
向
し
て
き
た
人 

 
 
 

で
あ
る
。
は
じ
め
常
州
の
国
に
お
っ
た
が
、
執
権
職
北
条
長
時
が
極
楽
寺
に
招
じ
て
開
山
と
し
た
。
当
寺
の
極
楽 

 
 
 

寺
は
、
本
堂
を
華
蔵
院
と
称
し
、
施
薬
院
、
福
田
院
、
療
病
院
、
癩
病
舎
、
薬
湯
室
、
馬
病
屋
等
々
が
あ
っ
た
と 

 
 
 

い
う
。 

 

良
観
は
弊
依
粗
食
で
、
人
の
絹
を
き
る
の
を
禁
じ
た
。
自
分
で
癩
病
人
を
洗
い
、
癩
病
の
乞
食
を
あ
つ
め
て
食 

 
 
 

物
を
施
し
、
囚
人
に
金
銭
を
施
し
、
井
戸
を
掘
り
、
橋
を
か
け
、
道
路
を
修
繕
し
、
飢
え
七
人
に
は
食
物
を
、
貧 

 
 
 

乏
人
に
は
金
銭
を
、
盲
者
に
は
杖
を
、
病
人
に
は
薬
を
あ
た
え
、
棄
児
を
養
い
、
す
て
犬
を
あ
つ
め
て
食
物
を
や 
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り
、
厩
を
た
て
て
病
馬
を
あ
つ
め
、
念
仏
を
唱
え
て
お
守
り
を
頚
に
か
け
て
や
っ
た
。 

 
饑
饉
に
は
粥
を
施
し
、
疫
病
に
は
病
人
を
あ
つ
め
て
治
療
し
、
自
ら
文
殊
菩
薩
、
地
蔵
の
像
を
か
い
て
、
男
女 

 
 
 

に
分
か
ち
あ
た
え
た
。
聖
徳
太
子
の
悲
田
、
敬
田
、
施
薬
、
療
病
、
四
院
の
制
度
を
願
っ
て
、
療
病
院
、
悲
田
院 

 
 
 

を
た
て
て
、
二
十
年
間
に
病
人
の
治
っ
た
も
の
は
、
四
万
六
千
八
百
人
と
い
わ
れ
て
お
る
。 

 

北
条
時
宗
は
、
良
観
の
こ
の
行
い
に
歓
喜
し
て
土
佐
の
国
に
土
地
を
賜
わ
り
、
そ
の
費
用
に
あ
て
た
程
で
あ 

 
 
 

る
。 

 

良
観
の
弟
子
は
二
千
七
百
四
十
人
あ
っ
て
、
在
家
の
弟
子
と
称
す
る
も
の
は
数
を
し
ら
な
い
。
律
の
三
大
部
を 

 
 
 

講
ず
る
こ
と
七
へ
ん
、
そ
の
他
の
註
釈
書
を
講
ず
る
こ
と
三
十
余
へ
ん
、
雨
を
祈
る
名
人
で
二
十
数
回
成
功
し
て 

 
 
 

お
る
。
自
分
が
建
立
の
修
行
寺
が
七
十
九
か
所
、
修
繕
し
た
寺
が
八
十
三
か
所
、
大
蔵
経
を
お
さ
め
た
所
が
十
四 

 
 
 

か
所
、
橋
を
か
け
る
こ
と
百
八
十
九
か
所
、
道
路
修
繕
は
七
十
一
か
所
、
井
戸
を
つ
く
る
こ
と
三
十
三
か
所
、
諸 

 
 
 

国
に
殺
生
禁
断
す
る
所
が
六
十
三
か
所
、
浴
室
、
病
室
、
乞
食
小
屋
を
お
く
こ
と
各
々
五
か
所
、
経
本
を
表
装
し 

 
 
 

て
僧
尼
に
あ
た
え
る
こ
と
三
百
六
十
巻
、
乞
食
に
施
こ
し
た
着
物
は
三
万
三
千
領
云
々
と
あ
る
。 

 

嘉
元
元
年
八
十
三
で
亡
く
な
っ
た
が
、
そ
の
徳
行
に
つ
い
て
、
遺
弟
等
が
願
っ
た
の
で
、
後
醍
醐
天
皇
は
、
忍 

 
 
 

性
菩
薩
の
称
号
を
許
し
た
と
い
わ
れ
て
お
る
。 

 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
本
朝
高
僧
伝
等
々
に
良
観
の
徳
行
が
の
せ
ら
れ
て
お
る
が
、
聖
人
の
法
華
経
中
心
の 

 
 
 

眼
よ
り
み
れ
ば
、
前
述
の
お
手
紙
の
中
に
も
あ
る
通
り
、
「
現
在
は
国
賊
で
、
来
世
は
地
獄
に
お
ち
る
こ
と
必
定 
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で
す
」
と
い
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。 

 
聖
愚
問
答
抄
に
く
わ
し
く
、
極
楽
寺
の
良
観
の
名
を
あ
げ
て
、
そ
の
所
属
の
律
宗
を
破
折
さ
れ
て
お
る
。 

「
律
宗
の
良
観
上
人
が
、
尊
げ
に
み
え
る
の
は
、
人
が
上
人
を
敬
う
か
ら
で
、
そ
の
教
え
が
貴
い
か
ら
で
は
な 

 
 
 

い
。
仏
は
「
教
え
に
よ
っ
て
、
人
に
よ
る
な
」
と
い
わ
れ
て
お
る
。
昔
の
戒
律
を
守
っ
た
偉
い
人
は
、
殺
、
と
い 

 
 
 

っ
て
、
草
木
を
き
る
と
い
う
言
葉
や
、
収
、
と
い
っ
て
金
銭
を
た
く
わ
え
る
と
い
う
言
葉
さ
え
、
忌
み
嫌
い
、
美 

 
 
 

人
を
み
た
ら
、
し
か
ば
ね
を
連
想
し
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
今
の
律
僧
は
、
絹
布
を
ま
と
い
金
銭
を
た
く
わ
え 

 
 

る
、
あ
ま
つ
さ
え
金
を
貸
し
て
利
息
を
と
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
、
戒
律
の
教
え
と
、
行
と
が
ま
っ
た
く
違
っ
て 

 
 
 

お
る
。
心
あ
る
人
な
ら
ば
誰
が
信
じ
よ
う
か
。 

 

ま
た
、
道
路
の
普
請
や
、
橋
を
か
け
渡
す
と
い
う
こ
と
も
、
逆
に
人
の
迷
惑
に
な
っ
て
お
る
。
現
に
、
多
く
の 

 
 
 

人
び
と
は
、
六
浦
（
現
在
の
神
奈
川
県
の
金
沢
八
景
の
あ
た
り
を
い
う
）
で
、
関
所
の
通
行
税
と
し
て
米
を
と
ら 

 
 
 

れ
る
こ
と
を
嘆
い
て
お
る
。
国
々
に
構
え
た
関
所
も
、
旅
人
の
わ
ず
ら
い
と
な
っ
て
お
る
で
は
な
い
か
」 

 

以
上
は
、
良
観
上
人
を
破
し
た
、
聖
愚
問
答
抄
の
一
説
で
あ
る
が
、
良
観
上
人
は
自
分
の
慈
善
行
を
す
る
資
本 

 
 

を
、
六
浦
や
、
飯
島
（
鎌
倉
材
木
座
の
付
近
）
の
通
行
税
か
ら
と
り
た
て
た
こ
と
が
、
こ
の
抄
に
よ
っ
て
推
量
さ 

 
 
 

れ
る
。 
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四 

————

大
仏
殿
宛———— 

「
本
年
の
正
月
十
八
日
に
、
大
蒙
古
国
よ
り
国
書
が
到
来
し
ま
し
た
。
そ
の
状
に
は
、
大
蒙
古
皇
帝
日
本
国
王
に 

 
 
 

書
を
呈
す
、
大
道
の
行
わ
れ
る
そ
の
儀
は
、
ぼ
う
ぼ
う
と
し
て
広
い
も
の
で
あ
る
。
信
を
構
え
、
睦
み
を
修
め
る 

 
 

云
々
、
至
元
三
年
正
月
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
国
書
の
ご
と
く
な
ら
ば
日
本
国
の
返
書
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
日
本 

 
 
 

国
を
攻
め
て
く
る
こ
と
は
分
明
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
日
蓮
が
立
正
安
国
論
に
考
え
た
こ
と
と
、
少
し
も 

 
 
 

相
違
が
あ
り
ま
せ
ん
。
い
そ
い
で
退
治
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
蒙
古
退
治
は
、
日
蓮
で
な
け
れ
ば
な
り
ま 

 
 
 

せ
ん
。
蒙
古
退
治
は
、
日
蓮
で
な
け
れ
ば
出
来
ま
せ
ん
ぞ
、
早
く
我
慢
の
心
を
た
お
し
て
日
蓮
に
帰
伏
し
な
さ 

 
 
 

い
。
今
生
む
な
し
く
す
ぎ
た
な
ら
、
後
悔
し
て
も
何
ん
の
益
が
あ
り
ま
し
よ
う
。
詳
細
は
略
し
ま
す
が
、
こ
の
趣 

 
 
 

を
諸
方
へ
申
し
上
げ
ま
し
た
か
ら
、
一
か
所
に
皆
さ
ん
が
あ
つ
ま
っ
て
蒙
古
調
伏
の
方
法
を
御
評
議
下
さ
い
。 

 
 

文
永
五
年
十
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 

蓮 

花 

押 

 

大
仏
殿
別
当
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

—
—
—
—

大
仏
殿
と
は
、
鎌
倉
に
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
ば
ご
存
知
の
、
あ
の
大
仏
で
あ
る
。
晶
子
女
史
が 

 
 
 
 

「
鎌
倉
や
御
仏
な
れ
ど
（
中
略
）
美
男
に
お
わ
す
夏
木
立
哉
」
、
と
歌
っ
た
大
仏
さ
ま
で
、
日
本
一
の
美
男
な
仏 
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さ
ま
と
い
わ
れ
て
お
る
。
別
当
と
は
、
僧
侶
の
官
職
名
で
、
一
山
の
統
卒
の
任
に
あ
た
る
僧
侶
を
い
う
。
聖
人
二 

 
 
 

十
五
歳
の
寛
元
四
年
に
、
木
仏
と
し
て
出
来
た
の
を
、
時
頼
が
力
を
い
れ
て
、
十
年
後
の
建
長
四
年
に
金
銅
の
ア 

 
 
 

ミ
ダ
仏
と
し
た
の
で
あ
る
。 

————

寿
福
寺
宛———— 

「
風
聞
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
蒙
古
国
の
国
書
が
本
年
の
正
月
十
八
日
に
、
た
し
か
に
到
来
し
た
と
い
う
こ
と 

 
 
 

で
あ
り
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
日
蓮
が
九
か
年
前
に
上
書
し
た
、
立
正
安
国
論
に
ま
っ
た
く
符
合
し
た
の
で
あ
り
ま 

 
 

す
。
日
蓮
は
お
そ
ら
く
、
こ
と
の
未
だ
起
ら
ざ
る
に
そ
れ
を
知
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
蒙
古
の
国
書
が
き 

 
 
 

た
こ
と
を
立
正
安
国
論
を
も
っ
て
考
え
ま
す
と
、
念
仏
宗
、
真
言
宗
、
禅
宗
、
律
宗
等
の
悪
法
が
天
下
に
充
満
し 

 
 

て
、
上
下
万
民
の
師
と
な
っ
て
お
る
が
故
に
、
こ
の
よ
う
な
他
国
侵
逼
の
難
が
起
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
法
華
経 

 
 
 

を
信
じ
な
い
失
に
よ
っ
て
日
本
国
の
人
び
と
は
、
来
世
は
無
間
地
獄
に
お
ち
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
早
く
邪
見
を 

 
 
 

ひ
る
が
え
し
て
、
禅
の
法
を
す
て
て
、
法
華
経
の
正
法
に
帰
し
た
ま
え
、
こ
の
趣
き
は
、
方
々
へ
申
し
上
げ
た
か 

 
 

ら
、
早
く
一
か
所
に
集
っ
て
、
御
評
議
を
な
さ
い
。
委
細
は
公
場
対
決
の
時
を
期
し
ま
す
。 

文
永
五
年
十
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 

蓮 

花 

押 

寿
福
寺
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

—
—
—
—

寿
福
寺
は
源
氏
山
の
扇
が
谷
に
あ
る
。
鎌
倉
五
山
の
第
三
位
で
、
禅
宗
で
あ
る
。
頼
朝
の
室
た
る
政
子 

 
 
 
 

は
、
こ
の
寺
を
増
築
し
て
、
栄
西
禅
師
を
招
い
て
お
ら
し
め
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
寺
に
は
、
政
子
及
び
実
朝
の 
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墓
が
あ
る
。 

————
浄
光
明
寺
宛———— 

「
大
蒙
古
国
の
皇
帝
が
、
日
本
国
を
奪
い
と
る
と
い
う
意
味
の
国
書
が
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
九
か
年
前
に 

 
 
 

立
正
安
国
論
に
考
え
た
こ
と
と
、
少
し
も
相
違
が
あ
り
ま
せ
ん
。
日
蓮
の
心
中
で
は
、
こ
の
予
言
的
中
に
よ
り
、 

 
 
 

日
本
第
一
の
勧
賞
（
功
あ
る
人
を
賞
し
、
官
位
を
賜
わ
り
、
あ
る
い
は
物
を
た
ま
わ
る
こ
と
）
に
も
あ
ず
か
る
か 

 
 
 

と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
の
に
、
何
ん
の
御
沙
汰
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ひ
と
え
に
、
鎌
倉
中
の
禅
宗
や
律
宗
の
僧 

 
 
 

侶
た
ち
が
、
法
華
経
の
勧
持
品
に
あ
る
ご
と
く
「
国
王
や
、
大
臣
に
向
っ
て
、
誹
誇
し
て
、
わ
が
悪
を
と
く
」
か 

 
 
 

ら
で
あ
り
ま
す
。
小
乗
数
の
二
百
五
十
戒
な
ぞ
は
早
く
な
げ
す
て
て
日
蓮
に
帰
伏
し
て
、
仏
道
第
一
の
目
的
た
る 

 
 
 

成
仏
を
心
が
け
な
さ
い
。
し
か
ら
ず
ん
ば
、
無
間
地
獄
に
お
ち
る
ば
か
り
で
す
。
こ
の
主
旨
を
方
々
へ
手
紙
で
申 

 
 
 

し
上
げ
て
お
い
た
か
ら
、
早
く
一
か
所
に
あ
つ
ま
っ
て
、
日
蓮
と
の
対
決
を
ご
相
談
下
さ
い
。
こ
れ
が
、
日
蓮
の 

 
 
 

希
望
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
は
決
し
て
、
諸
宗
を
あ
な
ど
る
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、
法
華
経
の
大
王
の
ご
と
き
戒 

 
 

に
、
小
乗
の
蚊
や
虻
の
ご
と
き
戒
と
を
く
ら
べ
よ
う
と
す
る
の
が
、
お
か
し
く
て
、
笑
う
べ
し
、
笑
う
べ
し
と
思 

 
 
 

う
だ
け
で
あ
り
ま
す
。 

 

文
永
五
年
十
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 

蓮 

花 

押 

浄
光
明
寺
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

—
—
—
—

浄
光
明
寺
は
、
鎌
倉
扇
ヶ
谷
の
泉
谷
に
あ
る
、
真
言
律
と
念
仏
と
禅
と
の
兼
学
道
場
で
あ
っ
た
と
い
わ 
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れ
、
鎌
倉
七
大
寺
の
一
で
あ
る
。
聖
人
を
伊
東
に
流
罪
し
た
北
条
長
時
の
建
立
で
あ
っ
て
、
彼
は
こ
の
寺
で
死
ん 

 
 
 

で
お
る
。 

————
多
宝
寺
宛———— 

「
日
蓮
が
故
北
条
時
頼
殿
に
、
文
応
元
年
の
七
月
十
六
日
に
献
上
し
た
立
正
安
国
論
を
、
御
覧
に
な
っ
た
こ
と
が 

 
 
 

あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
立
正
安
国
論
は
九
か
年
前
に
、
い
ま
だ
こ
と
が
起
き
な
い
前
に
、
法
華
経
の
真
文
よ
り 

 
 
 

考
え
て
、
蒙
古
の
襲
来
を
予
言
し
た
書
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に
、
本
年
の
正
月
、
蒙
古
国
よ
り
国
書
が
到
着
し
ま 

 
 
 

し
た
。
こ
れ
を
驚
か
な
い
で
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
た
と
い
。
日
蓮
が
に
く
く
と
も
安
国
論
に
考
え
る
と
こ
ろ
が 

 
 
 

的
中
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
し
て
採
用
が
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
実
に
奇
怪
千
万
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 

早
く
、
一
か
所
に
あ
つ
ま
っ
て
、
日
蓮
の
予
言
的
中
に
つ
い
て
、
ご
評
定
下
さ
い
。
も
し
、
日
蓮
が
申
し
た
こ
と 

 
 
 

を
御
用
い
な
け
れ
ば
、
現
世
に
は
国
を
亡
ぼ
し
、
来
世
に
は
地
獄
に
必
ら
ず
お
ち
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
以
上 

 
 
 
 

の
趣
き
を
、
方
々
へ
申
し
上
げ
ま
し
た
。
日
蓮
が
私
曲
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
細
な
ご
返
答
を
い
た
だ
き
た
い
と 

 
 
 

思
い
ま
す
。
言
葉
は
心
を
つ
く
さ
ず
、
書
面
は
言
葉
を
つ
く
せ
な
い
。
こ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
で
省
略
い
た
し
ま
す
。 

文
永
五
年
十
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 

蓮 

花 

押 

多
宝
寺
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

—
—
—
—

多
宝
寺
は
鎌
倉
七
大
寺
の
一
。
現
存
は
し
な
い
が
、
良
観
が
聖
人
に
対
抗
し
て
の
雨
の
祈
禱
の
折
り
に 

 
 
 
 

「
多
宝
寺
の
弟
子
等
数
百
人
を
よ
び
あ
つ
め
て
力
を
つ
く
し
た
」
と
あ
る
か
ら
、
往
時
は
大
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が 
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わ
か
る
。 

————
長
楽
寺
宛———— 

「
蒙
古
国
調
伏
の
こ
と
に
つ
い
て
、
方
々
へ
申
し
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
す
で
に
、
日
蓮
が
、
立
正
安
国
論
に 

 
 
 

考
え
た
通
り
、
符
合
し
て
お
り
ま
す
。
早
く
念
仏
の
邪
法
を
す
て
て
、
法
華
経
の
実
法
実
教
を
信
じ
な
さ
い
。
も 

 
 

し
、
こ
の
言
を
用
い
な
け
れ
ば
、
今
世
に
は
蒙
古
に
せ
め
ら
れ
て
、
後
世
は
必
ら
ず
地
獄
に
お
ち
る
で
し
ょ
う
。 

 
 
 

一
か
所
に
あ
つ
ま
っ
て
、
談
合
を
と
げ
、
評
定
を
な
さ
い
。
日
蓮
が
望
む
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
御
返
事
を
い
た 

 
 
 

だ
い
て
、
御
意
を
う
け
た
ま
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
決
し
て
、
諸
宗
を
あ
な
ど
っ
て
申
し
上
げ
る
の
で
は
な 

 
 
 

く
、
わ
が
国
の
安
泰
を
願
っ
て
申
し
上
げ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

謹 

言 

文
永
五
年
十
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 

蓮 

花 

押 

長
楽
寺
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

—
—
—
—

鎌
倉
七
大
寺
の
一
。
北
条
氏
一
門
の
名
越
家
建
立
の
寺
。
佐
介
が
谷
の
佐
々
目
が
谷
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ 

 
 
 
 

る
が
、
今
は
そ
の
跡
も
な
い
。 

以
上
で
十
一
通
の
手
紙
は
終
る
の
で
あ
る
が
、
聖
人
が
こ
の
十
一
通
の
御
手
紙
を
い
か
な
る
決
意
で
し
た
た
め 

 
 
 

ら
れ
た
か
は
、
弟
子
檀
那
中
へ
の
御
状
と
い
う
御
書
を
拝
読
す
れ
ば
充
分
に
わ
か
る
。
こ
の
十
一
通
の
手
紙
の
し 

 
 
 

め
く
く
り
と
し
て
、
ぜ
ひ
と
も
そ
の
御
書
を
こ
こ
に
、
掲
載
し
て
、
十
一
通
の
御
手
紙
の
主
旨
を
く
み
と
っ
て
い 

 
 
 

た
だ
き
た
い
。 
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————

弟
子
檀
那
中
宛———— 

「
大
蒙
古
国
の
国
書
が
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
十
一
通
の
手
紙
を
方
々
へ
出
し
ま
し
た
。
さ
だ
め
し
、
日
蓮
は
勿 

 
 

論
、
弟
子
も
檀
那
も
、
流
罪
か
死
罪
に
行
わ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
が
少
し
も
、
こ
れ
を
驚
い
て
は
な
り
ま 

 
 
 

せ
ん
ぞ
。
皆
様
方
に
申
し
上
げ
た
い
、
折
伏
の
こ
と
ば
を
一
々
記
載
し
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
毒
鼓
を
う
っ
て
、
誇 

 
 
 

法
の
夢
を
さ
ま
す
手
段
で
あ
り
ま
す
。
流
罪
死
罪
は
、
日
蓮
が
望
む
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
お
の
お
の
方
も
、
覚 

 
 
 

悟
を
は
っ
き
り
と
き
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
妻
子
眷
属
の
こ
と
を
、
少
し
も
思
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
ぞ
。
御
上
の 

 
 
 

権
威
な
ぞ
を
恐
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
今
度
こ
そ
、
生
死
の
き
ず
な
を
き
っ
て
、
成
仏
を
と
げ
る
時
で
あ
り
ま 

 
 
 

す
。
北
条
時
宗
殿
、
宿
屋
入
道
殿
、
平
左
衛
門
尉
殿
、
弥
源
太
殿
、
建
長
寺
、
寿
福
寺
、
極
楽
寺
、
多
宝
寺
、
浄 

 
 
 

光
明
寺
、
大
仏
殿
、
長
楽
寺
、
以
上
十
一
通
の
手
紙
を
か
い
て
、
諌
め
申
し
た
。
必
ず
、
な
に
か
出
来
事
が
起
き 

 
 
 

よ
う
と
思
い
ま
す
。
日
蓮
の
と
こ
ろ
に
き
て
、
い
ろ
い
ろ
の
書
状
な
ぞ
御
覧
に
な
っ
た
が
よ
ろ
し
い
で
す
。 

文
永
五
年
十
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 

蓮 

花 

押 

弟
子
檀
那
中 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

こ
の
十
一
通
御
書
の
反
響
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
は
お
い
お
い
わ
か
っ
て
く
る
が
、
弟
子
檀
那
を
戒
め
た
言 

 
 
 

葉
の
中
に
、
少
し
も
妻
子
音
族
を
思
う
こ
と
な
か
れ
と
か
、
流
罪
死
罪
を
覚
悟
せ
よ
と
い
う
。
強
い
言
葉
が
あ 

 
 
 

る
。
聖
人
在
世
中
の
信
徒
の
信
心
と
い
う
も
の
の
あ
り
か
た
を
、
考
え
さ
せ
る
御
言
葉
で
あ
る
。
信
心
と
は
、
妻 

 
 
 

子
眷
属
を
思
う
た
め
の
信
心
と
思
っ
て
お
る
の
が
現
代
で
あ
る
。
信
心
し
て
い
て
流
罪
死
罪
に
な
っ
た
ら
大
変
だ 
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と
思
う
の
が
、
現
今
の
信
心
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
違
い
方
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
聖
人
の
御
意
中 

 
 
 

を
さ
ぐ
っ
て
み
れ
ば
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
お
い
お
い
の
こ
と
に
譲
っ
て
お
こ
う
。
聖
人
が
、
法
華
経
の 

 
 
 

行
者
な
の
に
、
何
故
佐
渡
の
流
罪
や
竜
の
口
の
死
罪
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
わ
か
れ
ば
以
上
の
解
決
が
つ
く 

 
 
 

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
お
い
お
い
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
。 


