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富 

士 

山 

埋 

経 

 

聖
人
は
北
条
時
宗
を
始
め
、
十
一
か
所
に
手
紙
を
出
し
て
、
蒙
古
は
必
ら
ず
襲
来
す
る
、
早
く
そ
の
用
意
を 

 
 
 
 

物
心
両
方
面
に
せ
ら
れ
よ
、
と
忠
告
を
発
し
た
が
、
聖
人
に
、
直
接
の
返
答
は
ど
こ
か
ら
も
な
か
っ
た
。 

 

か
く
て
文
永
五
年
は
す
ぎ
て
、
文
永
六
年
、
聖
寿
四
十
八
歳
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
る
に
、
文
永
六
年
の
三
月
蒙
古
の
使
者
、
黒
的
、
殷
高
の
両
人
は
、
対
馬
に
き
て
、
再
び
国
書
を
提
出
し 

 
 
 

た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
政
府
の
意
を
熟
知
し
て
い
た
対
馬
の
資
国
は
、
こ
れ
を
だ
ん
こ
追
い
返
し
て
し
ま
っ
た
が
、 

 
 
 

蒙
古
の
国
使
は
、
手
ぶ
ら
で
は
帰
れ
な
い
の
で
、
島
民
の
搭
一
郎
、
弥
二
郎
両
人
を
人
質
と
し
て
つ
れ
て
い
っ
て 

 
 
 

し
ま
っ
た
。
こ
の
人
質
は
そ
の
年
の
九
月
に
再
び
き
た
時
に
返
し
て
よ
こ
し
た
。 

 

事
態
が
こ
こ
ま
で
進
展
す
れ
ば
、
蒙
古
の
襲
来
は
必
然
な
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
鎌
倉
政
府
の
当
事
者
は
こ 

 
 
 

の
時
分
に
は
、
軍
備
の
方
面
で
も
、
あ
わ
た
だ
し
い
動
き
は
み
え
ず
、
た
だ
、
神
社
仏
閣
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を 

 
 
 

報
告
し
て
、
御
祈
禱
を
た
の
む
程
度
で
あ
っ
た
。 

 

聖
人
は
そ
の
よ
う
な
鎌
倉
幕
府
の
こ
そ
く
な
手
段
を
不
当
と
し
て
、
十
一
か
所
に
、
立
正
安
国
論
の
正
非
を
問 
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う
た
の
で
あ
る
が
、
卑
怯
に
も
表
だ
っ
て
は
一
向
に
相
手
に
な
ろ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
鎌
倉 

 
 
 

の
大
寺
の
住
職
達
は
平
気
で
、
蒙
古
退
治
の
御
祈
祷
を
行
っ
て
、
莫
大
な
供
養
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

蒙
古
襲
来
が
、
か
え
っ
て
、
鎌
倉
の
僧
侶
達
を
依
食
せ
し
め
る
と
い
う
、
奇
怪
な
状
態
で
あ
っ
た
。 

 

文
永
五
年
の
四
月
十
三
日
に
は
勅
使
が
、
伊
勢
の
大
廟
に
立
っ
て
蒙
古
難
を
つ
げ
た
程
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
末 

 
 
 

社
は
い
う
に
及
ば
ず
、
す
べ
て
の
神
社
や
寺
院
に
お
い
て
蒙
古
難
の
御
祈
禱
が
つ
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
人 

 
 
 

か
ら
み
る
な
ら
ば
、
蒙
古
難
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
誇
法
の
火
手
が
、
日
本
中
に
上
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

か
く
な
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
て
、
い
ず
れ
が
正
法
で
あ
る
か
、
公
の
場
所
に
お
い
て
、
諸
宗
の
僧
侶
と
対
決
を
し 

 
 
 

よ
う
と
、
懇
請
の
手
紙
や
あ
る
い
は
ま
た
、
挑
戦
の
手
紙
を
十
一
か
所
に
も
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
陰
に
お
い 

 
 
 

て
は
聖
人
圧
迫
の
手
を
弄
し
て
も
、
表
面
に
た
っ
て
聖
人
を
な
じ
る
も
の
は
一
人
も
ま
だ
で
な
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
日
本
の
国
土
を
あ
げ
て
、
全
国
民
を
あ
げ
て
、
法
華
経
に
そ
む
く
国
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

聖
人
の
霊
感
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
蒙
古
の
襲
来
は
必
然
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
蒙
古
退
治
の
一
大
秘
法
の 

 
 
 

法
華
経
に
誰
人
も
耳
を
か
そ
う
と
は
し
な
い
。 

 

今
、
一
国
累
卵
の
あ
や
う
き
に
あ
る
に
、
手
を
こ
ま
ね
い
て
み
て
お
れ
よ
う
か
。 

 

聖
人
は
文
永
六
年
の
六
月
十
五
日
富
士
埋
経
を
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

文
永
六
年
を
去
る
百
二
十
年
前
の
久
安
五
年
に
、
僧
未
代
が
、
如
法
書
写
の
一
切
経
を
富
士
山
に
納
め
た
が
、 

 
 
 

大
船
若
経
だ
け
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
六
百
巻
を
勧
進
し
て
、
あ
わ
せ
て
富
士
山
に
納
め
た
と
い
う
の 
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が
、
富
士
山
埋
経
の
歴
史
に
現
わ
れ
た
最
初
で
あ
る
。
聖
人
の
埋
経
は
、
も
ち
ろ
ん
法
華
経
一
部
八
巻
で
あ
る 

 
 
 

が
、
聖
人
以
後
に
富
士
埋
経
の
こ
と
を
き
か
な
い
か
ら
、
富
士
の
埋
経
は
以
上
の
未
代
と
聖
人
だ
け
と
い
う
こ
と 

 
 
 

が
で
き
よ
う
。 

 

埋
経
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
を
以
下
説
明
し
て
み
よ
う
。 

 

埋
経
と
は
、
長
く
後
世
に
伝
え
て
、
末
代
の
人
び
と
に
利
益
を
与
え
ん
が
た
め
、
仏
教
の
経
文
を
書
写
し
て
地 

 
 
 

中
に
埋
か
る
こ
と
と
、
大
言
海
に
の
せ
て
お
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
を
清
浄
に
す
る
と
か
、 

 
 
 

あ
る
い
は
そ
の
土
地
な
り
、
山
な
り
に
魂
を
い
れ
る
と
か
の
意
味
も
あ
る
の
で
あ
る
。
塔
を
た
て
て
そ
の
下
に
経 

 
 
 

文
を
い
れ
た
り
、
あ
る
い
は
仏
舎
利
と
称
す
る
も
の
を
い
れ
る
の
で
あ
る
。
奈
良
平
安
朝
時
代
に
寺
を
建
立
す
る 

 
 
 

時
は
、
そ
の
本
堂
の
建
立
予
定
中
心
地
に
埋
経
を
す
る
こ
と
は
、
往
々
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
清
浄 

 
 
 

に
す
る
と
い
う
意
味
や
入
魂
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

今
、
聖
人
が
富
士
山
に
埋
経
す
る
と
い
う
意
味
は
、
日
本
国
に
入
魂
す
る
の
意
味
に
解
す
る
の
で
あ
る
。
「
一 

 
 
 

切
経
に
法
華
経
の
な
い
こ
と
は
、
山
海
に
玉
の
な
い
よ
う
な
も
の
、
人
に
魂
の
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
聖 

 
 
 

人
は
い
わ
れ
て
お
る
。
今
、
蒙
古
襲
来
を
前
に
し
て
、
日
本
国
中
の
神
社
仏
閣
を
あ
げ
て
膀
法
の
社
殿
と
な
り
終 

 
 
 

っ
た
。
諸
天
善
神
は
、
こ
の
誇
法
の
国
を
す
て
さ
っ
て
天
上
に
の
ぼ
っ
て
し
ま
い
、
日
本
国
は
今
か
ら
っ
ぽ
の
国 

 
 
 

で
あ
る
と
い
う
の
が
聖
人
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
か
ら
っ
ぽ
の
国
に
法
華
経
と
い
う
魂
を
い
れ
な
け
れ
ば
、
蒙 

 
 
 

古
を
退
治
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
日
本
国
が
大
事
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
日
蓮
が
ひ
か
え
た
れ
ば
こ
そ
で
あ 
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る
と
、
後
年
、
聖
人
は
い
わ
れ
て
お
る
程
で
あ
る
。 

 
法
華
経
法
師
品
に
は
「
も
し
ま
た
人
あ
り
、
妙
法
華
経
の
乃
至
一
偈󠄂
を
受
持
し
読
誦
し
解
説
し
書
写
し
、
こ
の 

 
 
 

経
巻
に
於
い
て
敬
い
み
る
こ
と
仏
の
如
し
（
中
略
）
合
掌
恭
敬
せ
ば
、
薬
王
ま
さ
に
知
る
べ
し 

是
の
諸
の
人
達 

 
 
 

は
す
で
に
、
か
つ
て
十
万
億
仏
を
供
養
し
、
諸
仏
の
所
に
於
い
て
大
願
を
成
就
し
、
衆
生
を
あ
わ
れ
む
が
故
に
、 

 
 
 

此
の
人
間
に
生
ぜ
る
こ
と
を
」
と
あ
っ
て
、
写
経
の
功
徳
が
と
か
れ
て
お
る
。 

 

埋
経
と
は
写
経
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
写
経
を
語
ら
ず
し
て
埋
経
だ
け
を
語
る
の
は
、
不
都
合
と
思
っ
て
、
少 

 
 
 

し
く
紙
数
を
も
ら
い
た
い
。
印
度
、
支
那
の
こ
と
は
省
略
し
て
日
本
の
み
に
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
で
は
文
献
の 

 
 
 

最
も
古
い
の
は
、
天
武
天
皇
白
鳳
二
年
三
月
「
此
の
月
、
書
生
を
あ
つ
め
、
始
め
て
一
切
経
を
川
原
寺
に
写
す
」 

 
 
 

と
い
う
の
だ
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
渡
来
後
百
年
あ
ま
り
で
、
写
経
を
や
る
専
門
家
す
な
わ
ち
経
生
が
生
ま
れ 

 
 
 

て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
仏
教
の
盛
ん
な
る
こ
と
を
思
え
ば
当
然
と
い
え
る
が
、
寺
院
や
僧
侶
の
数
も
増
加
し 

 
 
 

た
の
で
、
必
要
の
せ
い
と
ば
か
り
い
え
な
い
。
写
経
の
功
徳
に
よ
っ
て
国
家
を
鎮
護
し
、
あ
る
い
は
祖
先
父
母
の 

 
 
 

菩
提
に
資
す
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
出
た
の
で
あ
る
。 

 

当
時
い
か
に
写
経
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
か
は
、
昭
和
の
御
代
に
な
っ
て
も
そ
の
名
残
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
暮 

 
 
 

に
な
る
と
、
畳
屋
さ
ん
と
一
緒
に
お
世
話
に
な
る
経
師
屋
さ
ん
で
あ
る
。
経
師
と
は
、
こ
の
写
経
所
で
か
か
れ
た 

 
 
 

経
文
を
巻
物
な
ど
に
つ
く
る
こ
と
を
業
と
し
た
も
の
を
経
師
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
き
ど
き
今
で
も
、
街
中
で
大 

 
 
 

経
師
と
か
い
た
看
板
を
み
る
こ
と
が
あ
る
が
、
大
経
師
と
は
写
経
所
の
経
師
の
長
の
職
を
す
る
も
の
を
い
う
の
だ 
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か
ら
、
大
経
師
と
か
い
た
看
板
を
み
た
ら
、
相
当
な
心
臓
屋
だ
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
今
で
は
経
師
屋
と
い 

 
 
 

っ
た
り
表
具
屋
と
い
っ
た
り
す
る
が
、
表
具
屋
さ
ん
の
仕
事
を
み
て
い
た
ら
、
糊
づ
け
を
の
ば
す
道
具
に
、
数
珠 

 
 
 

状
の
玉
で
こ
す
っ
て
い
た
の
を
み
て
、
千
数
百
年
た
っ
て
も
変
ら
ぬ
も
の
は
、
変
ら
な
い
と
思
っ
た
こ
と
で
あ 

 
 
 
 

っ
た
。
な
お
写
経
所
と
関
連
し
て
今
な
お
、
日
常
生
活
と
密
接
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
な
に
か
と
い
う
と
洗 

 
 
 

湯
で
あ
る
。
洗
湯
の
こ
と
の
起
り
は
、
写
経
生
や
経
師
等
が
、
仕
事
の
前
に
、
身
を
清
め
る
た
め
に
使
用
し
た
浴 

 
 
 

室
な
の
で
あ
る
。
普
通
、
洗
湯
の
話
が
で
れ
ば
光
明
皇
后
の
話
が
で
て
、
そ
の
風
呂
の
こ
と
を
天
平
風
呂
な
ど
と 

 
 
 

呼
ぶ
が
、
光
明
皇
后
は
経
生
や
経
師
が
専
用
し
て
い
た
浴
室
を
改
良
開
放
し
て
一
般
の
人
、
特
に
病
人
を
入
れ
た 

 
 
 

と
い
う
こ
と
か
ら
有
名
で
あ
る
が
、
洗
湯
そ
の
も
の
の
起
源
は
、
白
鳳
時
代
ま
で
も
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き 

 
 
 

る
。
だ
か
ら
こ
そ
洗
湯
に
湯
殿
と
い
っ
た
よ
う
な
敬
称
が
つ
か
わ
れ
て
お
る
。
悪
口
を
い
う
も
の
は
、
お
寺
に
湯 

 
 
 

殿
が
あ
る
の
は
、
湯
灌
を
す
る
た
め
だ
と
い
う
人
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
湯
灌
と
い
う
の
は
、
今 

 
 
 

は
や
ら
な
い
か
ら
、
一
寸
説
明
の
要
が
あ
る
が
、
仏
数
の
葬
式
に
さ
い
し
て
死
者
を
棺
に
お
さ
め
る
に
さ
き
だ
っ 

 
 

て
、
沐
浴
を
さ
せ
る
の
を
い
う
。
今
は
、
親
族
だ
け
で
ア
ル
コ
ー
ル
で
ふ
い
て
お
る
、
あ
れ
が
現
代
の
湯
灌
だ
。 

 
 
 

さ
て
、
そ
の
湯
灌
の
風
習
は
、
物
知
り
博
士
、
日
置
先
生
の
説
に
よ
る
と
、
中
国
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の 

 
 
 

が
宋
代
以
後
、
わ
が
国
で
は
鎌
倉
時
代
の
末
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
徳
川
時
代
に
な
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
圧
迫 

 
 
 

の
た
め
に
、
死
体
検
査
と
称
し
て
、
菩
提
寺
の
住
職
に
必
ら
ず
立
合
わ
せ
し
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら 

 
 
 

以
上
の
通
り
湯
灌
の
風
習
は
鎌
倉
時
代
の
末
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
前
述
の
湯
殿
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
こ 
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と
で
あ
る
。
つ
い
で
に
付
記
す
る
が
布
施
所
と
い
う
と
無
料
宿
泊
所
の
こ
と
で
、
宿
屋
の
起
源
も
は
や
り
寺
院
か 

 
 
 

ら
で
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

写
経
師
は
光
明
皇
后
の
天
平
時
代
に
一
番
さ
か
ん
で
あ
っ
て
、
最
初
の
写
経
司
は
写
経
所
と
な
り
、
そ
れ
が
写 

 
 
 

経
所
と
写
疏
所
、
写
後
経
所
の
三
か
所
に
分
れ
て
、
写
経
所
は
法
華
経
と
最
勝
王
経
だ
け
を
書
写
し
、
写
疏
所 

 
 
 
 

は
註
疏
書
の
み
を
写
し
、
写
後
経
所
は
三
蔵
経
を
写
す
と
い
う
程
に
分
化
し
た
程
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
一
番
盛
ん 

 
 

で
あ
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
写
経
所
で
あ
っ
た
。
何
故
、
法
華
経
と
最
勝
王
経
だ
け
が
専
門
で
書
写
さ
れ
た
か
と 

 
 
 

い
う
と
、
法
華
経
に
は
通
一
仏
土
の
思
想
が
あ
っ
て
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
す
む
娑
婆
が
、
仏
の
世
界
寂
光
土
と
な 

 
 
 

る
の
だ
と
い
う
思
想
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
よ
り
、
法
華
経
を
書
写
し
て
、
土
中
に
埋
め
る
の
で
あ
る
。 

 
 
 

現
在
発
掘
さ
れ
た
埋
経
の
ほ
と
ん
ど
が
、
法
華
経
と
い
っ
て
よ
い
の
は
、
こ
の
法
華
経
の
特
質
に
よ
る
の
で
あ 

 
 
 

る
。
阿
弥
陀
経
の
写
経
を
埋
経
し
た
と
し
て
も
、
意
味
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
西
方
浄
土
の
世
界
を
え
が
い 

 
 
 

た
阿
弥
陀
経
を
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
埋
め
て
み
て
も
到
底
そ
の
意
味
が
成
立
し
な
い
。
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
経
だ
け 

 
 
 

の
埋
経
が
発
掘
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
最
勝
王
経
が
え
ら
ば
れ
た
理
由 

 
 
 

は
、
四
天
王
が
国
家
を
鎮
護
す
る
と
い
う
誓
願
が
あ
る
の
で
特
に
写
経
さ
れ
た
と
思
え
る
。 

伝
教
大
師
が
法
華
経
六
千
部
を
写
し
て
天
下
に
分
か
た
ん
と
発
願
し
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
伝
教
大
師
は 

 
 
 

法
華
経
迹
門
に
よ
る
戒
壇
を
理
想
と
さ
れ
、
そ
の
滅
後
弟
子
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
が
、
戒
壇
の
思
想
は
、
法
華 

 
 
 

経
の
前
述
の
通
一
仏
土
（
神
力
品
）
の
思
想
よ
り
く
る
の
で
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
す
む
娑
婆
世
界
を
浄
土
す
な
わ 
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ち
仏
の
世
界
に
す
る
の
に
は
戒
壇
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
戒
壇
と
は
い
ず
れ
ゆ
っ
く
り
ふ
れ
る
時
が
あ
る
が
簡
単 

 
 
 

に
い
う
な
ら
ば
、
仏
法
の
戒
を
た
も
つ
場
所
を
い
う
の
で
、
日
蓮
正
宗
で
い
う
な
ら
ば
三
大
秘
法
の
戒
法
を
た
も 

 
 
 

つ
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。 

伝
教
大
師
法
華
経
六
千
部
写
経
の
願
業
も
、
そ
の
念
願
と
し
た
法
華
迹
門
の
戒
壇
建
立
よ
り
考
え
れ
ば
、
当
然 

 
 
 

の
結
果
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

写
経
に
お
い
て
、
日
時
の
長
短
の
極
端
な
の
を
あ
げ
る
と
、
後
鳥
羽
上
皇
は
一
万
三
千
三
百
十
五
僧
を
招
じ 

 
 
 

て
、
一
切
経
を
一
日
の
中
に
写
経
せ
し
め
た
と
い
わ
れ
、
鎌
倉
時
代
に
は
筑
前
宗
像
の
良
祐
と
い
う
僧
侶
は
一
切 

 
 
 

経
を
書
写
す
る
の
に
四
十
二
年
を
要
し
た
と
い
わ
れ
て
お
る
。
こ
れ
は
前
者
と
く
ら
べ
る
と
、
経
済
力
の
な
い
方 

 
 
 

の
代
表
が
、
そ
の
信
心
に
よ
っ
て
、
一
切
経
を
書
写
し
た
と
い
う
見
本
で
あ
る
。
良
祐
は
仲
間
の
西
観
と
心
昭
と 

 
 

に
、
紙
墨
や
銭
を
勧
進
さ
せ
て
、
自
分
は
も
っ
ぱ
ら
経
を
写
し
、
勧
進
の
た
め
に
は
つ
い
に
京
都
ま
で
も
上
り
、 

 
 
 

良
祐
は
旅
行
中
に
は
立
ち
な
が
ら
、
歩
み
な
が
ら
船
に
乗
り
な
が
ら
写
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
は
そ
の 

 
 
 

経
の
奥
書
き
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
こ
と
に
ど
う
も
す
ば
ら
し
い
写
経
で
、
良
祐
は
二
十 

 
 
 

九
歳
か
ら
始
め
て
七
十
歳
に
至
る
間
の
四
十
二
年
写
経
を
つ
づ
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
切
経
は
現
在
は
筑
前
宗 

 
 
 

像
郡
田
島
村
興
聖
寺
に
四
千
数
百
巻
が
現
存
さ
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

父
親
の
三
十
三
回
忌
に
父
親
か
ら
い
た
だ
い
た
手
紙
を
す
き
か
え
し
て
、
こ
れ
に
写
経
し
た
と
し
う
孝
心
の
現 

 
 
 

わ
れ
の
写
経
が
、
今
な
お
相
州
金
沢
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 



 

38 
 

 

埋
経
す
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
場
所
が
あ
っ
て
、
山
ば
か
り
と
は
限
っ
て
は
い
な
い
。
小
石
に
一 

 
 
 

字
あ
る
い
は
数
字
を
か
い
て
一
経
を
書
写
し
て
こ
れ
を
海
中
に
い
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。 

 

平
家
物
語
に
「
承
安
五
年
石
の
面
に
一
切
経
を
書
い
て
船
に
入
れ
て
、
い
く
ら
と
も
な
く
沈
め
ら
れ
け
り
、
さ 

 
 
 

て
こ
そ
こ
の
島
を
経
島
と
名
づ
げ
ら
れ
た
り
」
と
あ
る
。 

 

平
清
盛
は
兵
庫
の
築
港
に
あ
た
っ
て
、
人
び
と
に
勧
進
し
て
、
石
に
一
切
経
を
か
か
せ
こ
れ
を
沈
め
て
築
港
の 

 
 
 

土
台
に
し
た
と
い
う
、
信
仰
と
実
用
と
の
話
が
あ
る
。 

 

で
は
、
何
故
、
聖
人
は
埋
経
の
場
所
と
し
て
富
士
山
を
え
ら
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

聖
人
は
「
日
蓮
は
日
本
の
人
の
魂
な
り
」
と
い
わ
れ
て
お
る
が
、
富
士
山
は
ま
た
日
本
人
の
魂
で
あ
る
と
い
う 

 
 
 

こ
と
が
出
来
よ
う
。
法
華
経
は
一
切
経
の
魂
な
り
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
日
蓮
の
魂
な
り
、
と
聖
人
は
い
わ
れ
て 

 
 
 

お
る
。
日
本
国
に
魂
を
い
れ
る
場
所
を
日
本
人
の
魂
た
る
富
士
山
に
求
め
、
日
本
人
の
魂
た
る
聖
人
が
、
一
切
経 

 
 
 

の
魂
た
る
法
華
経
を
、
書
写
し
て
埋
経
し
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
見
事
な
る
埋
経
で
は
な
い
か
。 

 

富
士
は
万
葉
の
昔
か
ら
「
日
の
本
の
大
和
の
、
国
の
鎮
め
」
と
山
部
の
赤
人
は
の
べ
て 

 
 

田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
み
れ
ば
真
白
に
ぞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

富
士
の
高
根
に
雪
は
ふ
り
け
る 

と
よ
ん
で
お
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。 

 

今
日
－
の
富
士
登
山
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
ゆ
、
こ
こ
五
、
六
十
年
の
こ
と
で
あ
る
と
い 
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わ
れ
て
お
る
。
し
か
も
、
富
士
登
山
は
あ
ま
り
に
も
便
利
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
今
で
は
富
士
山
に
登
っ
た 

 
 
 

の
は
、
登
山
の
う
ち
に
入
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
お
る
。
槍
だ
穂
高
だ
と
騒
い
で
お
る
の
が
今
日
の
ご
時
勢
だ
。
静 

 
 
 

岡
県
の
人
に
い
わ
せ
る
と
、
富
士
山
は
日
本
一
高
い
山
だ
が
、
年
寄
り
で
も
子
供
で
も
登
れ
る
よ
う
に
し
て
お
り 

 
 
 

ま
す
と
い
っ
て
お
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
無
理
も
な
い
話
で
あ
る
。 

 

し
か
し
昔
の
登
山
と
い
え
ば
、
地
元
民
が
生
活
の
糧
を
得
る
た
め
に
登
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
は
山
頂
を
き 

 
 
 

わ
め
る
者
は
、
ほ
と
ん
ど
信
仰
を
も
っ
た
登
山
で
あ
っ
た
。
故
に
そ
の
真
否
は
な
か
な
か
立
証
し
が
た
い
人
も
あ 

 
 
 

る
が
、
伝
説
と
し
て
は
登
山
者
と
し
て
日
本
武
尊
、
聖
徳
太
子
、
役
の
小
角
、
末
代
法
師
、
空
海
、
親
鸞
ま
で
も 

 
 
 

ふ
く
ん
で
お
る
の
で
あ
る
。 

 

富
士
登
山
信
仰
の
徹
底
さ
は
、
つ
い
に
天
文
年
間
に
、
富
士
講
と
い
う
も
の
が
出
来
て
、
つ
い
に
は
全
国
に
講 

 
 
 

社
が
八
百
八
講
あ
り
、
徳
川
時
代
に
は
江
戸
市
中
に
十
万
人
ぐ
ら
い
の
信
徒
が
あ
り
、
加
持
祈
禱
を
か
ね
て
登
拝 

 
 
 

し
た
が
、
寛
保
よ
り
嘉
永
に
は
数
回
禁
止
令
が
で
た
と
い
う
程
で
あ
る
。
現
在
の
富
士
教
神
道
実
行
教
、
扶
桑
教 

 
 
 

会
は
こ
の
富
士
講
か
ら
分
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

 

雲
は
山
の
肌
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
し
ら
、
み
て
い
る
と
、
む
く
む
く
と
山
肌
か
ら
雲
が
湧
き
で
て
く
る
よ
う
に 

 
 
 

み
え
る
。
こ
こ
は
、
富
士
山
の
天
地
の
境
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
か
ら
上
は
い
つ
も
白
雲
が
か
か
っ
て
お
る
方 
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が
多
い
の
で
、
天
上
界
、
こ
こ
よ
り
下
は
山
肌
が
み
え
て
お
る
時
が
多
い
の
で
、
地
上
界
と
い
う
の
で
あ
る
。  

今
、
聖
人
は
、
富
士
埋
経
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
天
地
の
境
と
い
う
場
所
を
え
ら
ば
れ
た
の
で
あ
る
。 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
 

（
一
説
に
は
、
吉
田
口
の
六
合
目
で
御
中
道
の
出
合
点
に
、
日
蓮
上
人
百
日
修
業
の
地
と
称
し
て
、
経
ヶ
岳
の
六 

 
 

角
堂
が
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
を
と
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
身
延
日
蓮
宗
が
、
こ
の
六
角
堂
を
こ
し
ら
え
た
か
ら
こ 

 
 
 

の
説
を
と
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
の
地
点
は
、
そ
の
名
の
示
す
通
り
、
単
に
百
日
修
業
の
場
所
で
あ
っ 

 
 

て
、
埋
経
の
場
所
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
修
業
を
な
さ
っ
た
の
ち
に
、
埋
経
の
地
と
し
て
は
蒙
古
退
治
御 

 
 
 

祈
念
が
埋
経
の
目
的
で
あ
る
の
で
、
そ
の
蒙
古
襲
来
の
方
角
に
あ
た
る
百
日
修
業
地
の
吉
田
口
が
、
ほ
と
ん
ど
真 

 
 
 

裏
に
あ
た
る
富
士
の
南
面
の
天
地
の
境
を
そ
の
場
所
に
え
ら
ば
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
一
名
ま
た
、
乳
母
が 

 
 
 

懐
と
も
い
っ
て
、
富
士
山
と
し
て
は
風
雪
の
静
か
な
場
所
で
あ
る
か
ら
、
埋
経
の
地
と
し
て
は
ま
こ
と
に
理
想
の 

 
 
 

地
で
あ
っ
て
、
埋
経
を
永
代
に
伝
う
る
に
た
る
所
で
も
あ
る
） 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
 

埋
経
を
手
伝
っ
た
四
、
五
人
の
衆
は
、
仕
事
が
終
っ
た
の
で
先
に
出
発
し
て
し
ま
い
、
今
は
聖
人
と
お
伴
を
し 

 
 
 

た
弟
子
の
日
興
の
二
人
が
、
埋
経
の
地
、
乳
母
が
懐
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
。
四
辺
は
雲
が
お
お
っ
て
い
た
。 

「
お
聖
人
さ
ま
。
案
内
人
は
、
今
日
は
絶
対
に
晴
れ
ま
す
と
い
い
ま
し
た
が
、
は
ず
れ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
よ
い
で
は
な
い
か
。
埋
経
さ
え
終
れ
ば
、
こ
の
日
蓮
は
満
足
だ
。
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
っ
た
」 
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「
で
も
、
せ
っ
か
く
、
こ
こ
ま
で
き
た
の
で
す
か
ら
、
上
も
み
た
い
し
、
下
も
み
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
で
は 

 
 
 

富
士
山
に
埋
経
し
た
と
申
し
ま
し
て
も
、
ま
っ
た
く
の
雲
の
中
で
、
話
に
き
く
霊
山
浄
土
に
で
も
参
っ
た
よ
う
で 

 
 
 

ご
ざ
い
ま
す
」 

「
日
興
っ
、
で
は
、
こ
の
日
蓮
が
、
雲
を
払
っ
て
上
も
下
も
み
せ
て
や
ろ
う
か
」 

「
え
え
っ
」 

「
驚
く
こ
と
は
な
い
ぞ
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
れ
ば
よ
い
の
だ
」 

「
南
無
妙
法
蓮
華
経 

南
無
妙
法
蓮
華
経
」 

「
こ
れ
こ
れ
、
立
ち
ど
ま
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
あ
る
き
な
が
ら
唱
え
な
さ
い
。
お
く
れ
て
は
、
先
に
で
か
け
た
連
れ 

 
 
 

の
人
び
と
が
心
配
し
よ
う
」 

 
 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 
 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

聖
人
も
日
興
も
共
々
に
唱
題
し
た
。
や
が
て
、
前
方
の
雲
の
中
か
ら
も
、
唱
題
が
起
っ
た
。
先
行
し
た
人
び
と 

 
 
 

に
唱
題
の
声
が
通
じ
て
唱
え
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
に
こ
だ
ま
す
る
程
の
唱
題
と
な
っ
た
。 

 

題
目
の
声
に
つ
れ
て
、
雲
は
や
が
て
霧
と
な
っ
た
が
、
霧
と
な
っ
た
か
と
思
う
と
、
不
思
議
不
思
議
、
は
っ
き 

 
 
 

り
と
わ
が
脚
下
が
み
え
始
め
、
あ
っ
と
思
う
間
に
そ
の
脚
下
の
地
は
み
る
み
る
広
が
っ
て
、
上
は
青
空
に
接
す
る 

 
 
 

山
頂
に
つ
づ
い
た
か
と
思
う
と
、
下
は
眼
を
す
い
こ
む
程
に
下
り
下
っ
て
わ
ず
か
な
白
雲
を
へ
だ
て
て
、
駿
河
の 
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海
が
は
っ
き
り
と
み
え
、
た
く
ま
し
い
姿
の
伊
豆
の
半
島
が
、
そ
の
駿
河
の
海
に
つ
き
で
て
い
た
。
静
か
な
景
観 

 
 
 

の
中
に
、
動
い
て
み
え
る
の
は
、
富
士
川
が
海
に
入
る
あ
た
り
の
白
い
波
頭
だ
け
で
あ
っ
た
。 

「
お
聖
人
さ
ま
御
覧
な
さ
い
ま
し
、
今
埋
経
し
た
あ
た
り
が
、
光
っ
て
お
り
ま
す
」 

 

雲
を
破
っ
た
、
強
い
夏
の
陽
差
し
が
、
露
を
ふ
く
ん
だ
、
岩
肌
を
な
ぜ
か
金
色
に
照
り
か
え
し
て
い
た
の
で
あ 

 
 

る
。 

 

日
興
は
後
年
、
富
士
一
跡
門
徒
存
知
事
に
「
駿
河
国
の
富
士
山
は
広
博
の
地
な
り
（
略
）
且
つ
は
日
蓮
大
聖
人 

 
 
 

の
本
願
を
祈
る
所
な
り
」
と
述
べ
て
お
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
を
富
士
山
埋
経
の
こ
と
と
み
た
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
年
す
な
わ
ち
文
永
六
年
よ
り
、
六
百
八
十
四
年
後
の
、
昭
和
二
十
七
年
（
開
宗
七
百
年
）
七
月
十
八
日
の 

 
 
 

こ
と
で
あ
る
が
、
大
日
蓮
七
十
八
号
を
こ
こ
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。 

「
海
技
二
千
五
百
米
、
富
士
表
口
五
合
目
か
ら
「
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
」
の
第
一
声
を
あ
げ
た
、
大
宝
塔
建
立
法 

 
 
 

要
は
さ
る
七
月
十
八
日
つ
つ
が
な
く
厳
修
さ
れ
た
。
開
宗
七
百
年
記
念
法
要
期
間
内
で
あ
る
こ
と
と
、
法
主
自
ら 

 
 
 

登
山
す
る
と
い
う
、
日
蓮
正
宗
は
じ
ま
っ
て
以
来
の
大
壮
挙
だ
け
に
、
全
国
数
十
万
の
檀
信
徒
か
ら
大
き
く
期
待 

 
 
 

さ
れ
て
い
た
が
、
当
日
は
折
悪
し
く
天
候
に
め
ぐ
ま
れ
ず
、
二
合
目
バ
ス
終
点
か
ら
は
時
々
襲
う
し
ゅ
う
雨
を
つ 

 
 
 

い
で
登
山
し
た
。 

 

管
長
水
谷
日
昇
上
人
（
七
四
寿
）
は
じ
め
、
宗
務
総
監
高
野
日
深
師
、
宗
務
役
員
、
布
教
師
、
全
国
末
寺
住
職 

 
 
 

代
表
等
三
十
余
名
、
全
国
檀
信
徒
代
表
十
余
名
、
登
山
連
合
会
理
事
、
観
光
協
会
役
員
な
ど
五
十
余
名
が
大
型
バ 
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ス
に
分
乗
、
三
門
を
出
発
し
た
。
二
合
目
で
バ
ス
を
お
り
た
一
行
は
、
下
駄
ば
き
に
コ
ー
モ
リ
姿
の
御
法
主
上
人 

 
 
 

を
先
頭
に
登
山
、
五
合
目
に
つ
い
た
の
は
午
前
十
一
時
半
で
あ
っ
た
。
少
憩
の
後
、
法
主
上
人
執
筆
の
も
と
に
心 

 
 
 

魂
う
ち
こ
む
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
立
正
安
国
世
界
平
和
之
宝
塔
」
と
大
書
さ
れ
た
、
宝
塔
に
向
っ
て
読
経
唱
題
、 

 
 
 

そ
の
昔
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
が
、
富
士
山
を
中
心
に
世
界
に
向
っ
て
法
華
経
の
布
教
を
行
お
う
と
し
て
登
山
、
経 

 
 
 

文
を
埋
め
て
下
山
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
古
蹟
、
経
が
岳
に
そ
の
宝
塔
を
打
ち
た
て
て
一
同
下
山
し
た
」 

 
 
 
 
 
 
 

こ
の
時
、
筆
者
も
随
行
し
て
、
そ
の
法
味
を
等
し
く
な
め
て
感
激
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
五
合
目
の
室 

 
 
 
 

で
、
何
故
こ
の
辺
を
経
が
岳
と
い
う
か
と
の
掲
示
を
読
ん
だ
の
を
覚
え
て
お
る
。 

 

前
述
の
乳
母
が
懐
と
い
え
る
地
か
ら
、
大
正
の
大
震
災
の
時
に
、
土
地
が
く
ず
れ
て
、
法
華
経
の
埋
経
が
、
あ 

 
 
 

ら
わ
れ
た
。
鑑
定
の
結
果
、
つ
く
り
や
文
字
等
は
、
鎌
倉
時
代
の
も
の
に
相
違
な
し
と
し
て
、
現
在
上
野
博
物
館 

 
 
 

に
保
管
中
と
あ
っ
た
。
こ
の
時
五
合
目
で
、
日
蓮
聖
人
と
富
士
山
と
い
う
講
演
を
筆
者
は
し
た
が
、
生
涯
中
、
一 

 
 
 

番
高
い
と
こ
ろ
で
し
た
演
説
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。 
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