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一 

 

杉
木
立
の
根
も
と
の
雪
の
少
な
い
所
に
、
筵
を
し
い
て
五
、
六
人
た
む
ろ
し
、
薪
を
あ
か
あ
か
と
も
や
し
て
暖
を 

 
 

と
っ
て
お
る
。
そ
の
よ
う
な
人
の
か
た
ま
り
が
、
大
き
な
杉
の
根
も
と
に
は
、
ど
こ
に
も
あ
る
。
数
え
る
と
五
十 

 
 
 

個
処
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
人
数
に
し
て
三
百
人
は
た
し
か
だ
。
或
る
個
処
に
は
経
文
が
山
と
積
ま
れ
て
お
る
所
が 

 
 
 

あ
る
か
と
思
う
と
、
書
籍
が
荒
繩
で
し
ば
ら
れ
た
ま
ま
、
か
が
り
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
お
る
所
も
あ
る
。
し
か 

 
 
 

し
或
る
杉
の
根
も
と
で
は
、
立
派
な
経
机
に
、
叮
重
に
経
文
が
積
ま
れ
て
、
筵
の
上
に
、
更
に
熊
の
毛
皮
な
ど
を 

 
 
 

し
い
て
、
立
派
し
や
か
な
僧
が
、
端
座
し
て
お
る
の
も
あ
っ
た
。
恐
ら
く
名
の
あ
る
寺
の
住
職
で
あ
ろ
う
。
殆
ど 

 
 
 

僧
侶
の
群
で
あ
る
が
、
中
に
は
武
士
も
お
り
百
姓
も
お
る
。
薪
火
の
あ
た
た
か
さ
で
、
杉
の
小
枝
の
雪
が
、
と
け 

 
 

て
、
ど
さ
っ
と
落
ち
る
の
で
、
各
処
で
、
わ
あ
っ
と
い
う
叫
び
声
が
あ
が
る
。
夜
も
ふ
け
て
、
寒
さ
が
加
わ
る 

 
 
 

と
、
薪
火
だ
け
で
は
お
っ
つ
か
な
く
な
っ
て
、
ど
ぶ
ろ
く
を
呑
み
始
め
た
所
も
あ
っ
て
、
笑
い
声
が
し
き
り
に
あ 
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が
り
始
め
た
。
中
に
は
ど
ぶ
ろ
く
が
す
ぎ
て
、
な
に
ゃ
ら
わ
か
ら
な
い
が
唄
を
歌
い
出
し
た
処
も
あ
る
。 

 
こ
こ
は
大
聖
人
さ
ま
の
お
る
塚
原
の
三
昧
堂
ま
じ
か
の
場
所
で
あ
る
。
時
は
文
永
九
年
の
正
月
十
五
日
の
夜
、 

 
 
 

塚
原
の
山
野
を
埋
め
つ
く
し
た
、
か
が
り
火
の
た
め
に
、
今
夜
の
満
月
は
む
な
し
く
中
天
に
か
が
や
い
て
お
る
だ 

 
 
 

け
で
あ
っ
た
。 

 

明
日
十
六
日
に
は
、
大
聖
人
さ
ま
を
相
手
と
し
て
諸
宗
の
僧
侶
が
、
三
昧
堂
の
大
庭
に
お
い
て
、
佐
渡
の
代 

 
 
 

官
、
本
間
六
郎
左
衛
門
尉
重
連
を
仲
介
と
し
て
、
問
答
を
し
よ
う
と
言
う
そ
の
前
夜
な
の
で
あ
る
。
念
仏
宗
は
こ 

 
 

こ
、
禅
宗
は
そ
こ
と
、
地
割
り
を
し
た
よ
う
な
も
の
の
、
結
局
は
早
い
者
勝
ち
な
の
で
、
そ
の
前
夜
か
ら
つ
め
か 

 
 
 

け
て
、
以
上
の
よ
う
な
大
騒
動
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

ガ
ヤ
ガ
ヤ
と
、
し
や
べ
る
言
葉
な
ま
り
も
、
越
後
、
越
中
、
奥
州
、
信
州
、
関
東
と
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。 

 
 
 
 

信
州
弁
で
は
ア
ク
ツ
、
ア
ツ
コ
、
越
中
越
後
な
ら
キ
ビ
ス
、
キ
ビ
シ
ョ
、
出
羽
の
方
な
ら
ば
ア
ク
ド
、
会
津
地
方 

 
 
 

な
ら
ア
グ
ツ
に
、
ア
ダ
ト
、
こ
れ
が
全
部
関
東
弁
で
言
う
な
ら
ば
、
カ
カ
ト
（
踵
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
ん
な
調 

 
 
 

子
だ
か
ら
、
な
に
を
し
や
べ
っ
て
お
る
の
か
、
よ
ほ
ど
耳
を
す
ま
さ
ね
ば
、
各
処
の
話
は
わ
か
り
か
ね
る
が
、
い 

 
 
 

ず
れ
も
、
明
日
の
問
答
に
つ
い
て
の
下
馬
評
で
あ
る
。
真
言
師
は
真
言
宗
が
勝
つ
と
言
え
ば
、
禅
宗
の
僧
侶
は
、 

 
 
 

勝
者
は
禅
宗
で
あ
る
と
言
い
、
念
仏
も
負
け
て
は
い
ず
、
こ
れ
だ
け
集
ま
っ
た
っ
て
、
数
の
多
い
の
は
念
仏
だ 

 
 
 
 

か
ら
、
な
に
か
の
時
に
、
日
蓮
法
師
を
や
っ
つ
け
る
の
は
、
わ
が
宗
で
あ
る
と
鼻
い
き
が
あ
ら
く
、
う
か
う
か
す 

 
 
 

る
と
、
大
聖
人
と
問
答
を
す
る
前
に
、
お
互
い
同
志
で
問
答
を
し
か
ね
ま
じ
き
光
景
で
あ
っ
た
。 
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明
日
に
そ
な
え
て
、
う
と
う
と
と
眠
る
僧
侶
は
、
余
程
自
信
の
あ
る
僧
侶
と
み
え
、
な
に
か
の
き
っ
か
け
で
、 

 
 
 

日
蓮
法
師
を
一
言
で
、
と
っ
ち
め
て
、
わ
が
名
を
こ
の
問
答
に
お
い
て
、
一
躍
上
げ
て
み
よ
う
ど
思
う
、
高
名
に 

 
 
 

あ
こ
が
れ
た
学
僧
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

そ
う
言
っ
た
群
の
中
で
、
こ
こ
は
珍
ら
し
く
一
人
の
尼
僧
が
、
大
声
で
立
っ
た
ま
ま
話
を
し
て
お
る
。
年
配
は 

 
 
 

五
十
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
か
が
り
火
に
う
つ
る
尼
僧
の
顔
は
、
ど
う
み
て
も
女
と
は
う
け
と
れ
ぬ
、
お
っ
か
な
い 

 
 
 

顔
で
あ
る
。
話
を
す
る
度
に
た
っ
た
一
本
残
っ
た
前
歯
が
ち
ら
ち
ら
み
え
て
、
話
に
す
ご
み
を
加
え
て
い
た
。
聴 

 
 
 

き
手
は
薪
火
に
あ
た
り
な
が
ら
二
、
三
十
人
は
い
る
。
話
と
言
う
の
は
、
尼
僧
が
冥
土
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
言
う
話 

 
 

だ
か
ら
、
聴
き
手
が
一
生
懸
命
に
な
る
の
も
無
理
が
な
い
。
そ
の
尼
僧
は
一
度
死
ん
で
、
七
日
目
に
冥
土
か
ら
還 

 
 
 

っ
て
き
た
。
な
ぜ
か
え
っ
て
き
た
か
と
言
う
と
、
閻
魔
王
の
前
ま
で
い
っ
た
が
、
閻
魔
さ
ん
が
、
名
前
を
ま
ち
が 

 
 
 

え
て
い
た
こ
と
が
、
わ
か
っ
た
の
で
帰
し
て
く
れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。 

「
こ
ん
な
に
、
坊
主
が
沢
山
あ
つ
ま
っ
た
っ
て
、
冥
土
ま
で
い
っ
て
、
閻
魔
さ
ん
に
逢
っ
て
き
た
の
は
、
わ
た
し 

 
 
 

だ
け
な
ん
だ
か
ら
、
明
日
の
日
蓮
法
師
と
の
問
答
に
は
是
非
と
も
、
わ
た
し
も
一
枚
加
え
て
貰
い
た
い
も
の
だ
と 

 
 
 

思
っ
て
お
る
よ
。
い
く
ら
口
達
者
な
日
蓮
法
師
だ
っ
て
、
冥
土
の
話
は
出
来
ま
い
か
ら
ね
え
」 

「
そ
う
だ
、
そ
う
だ
、
閻
魔
が
塩
か
ら
を
な
め
た
顔
と
言
う
言
葉
が
あ
る
が
、
お
前
の
御
面
相
で
は
、
閻
魔
も
あ 

 
 
 

き
れ
て
、
娑
婆
へ
か
え
し
て
く
れ
た
ん
だ
ろ
う
。
ど
う
だ
」 

 

わ
あ
っ
と
い
う
わ
ら
い
声
が
あ
が
っ
た
。 
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「
功
能
が
き
は
、
そ
の
位
に
し
て
お
い
て
、
閻
魔
が
な
ん
と
か
言
っ
た
と
言
う
話
を
早
く
や
れ
っ
」 

「
今
す
る
よ…

…
…

」 
尼
僧
は
、
野
次
っ
た
人
の
顔
を
に
く
に
く
し
そ
う
に
睨
ら
め
つ
け
な
が
ら
、
話
を
始
め
た
。 

「
い
い
か
ね
え
、
冗
談
を
言
う
の
で
は
な
い
よ
。
本
当
に
、
仏
法
の
話
を
す
る
ん
だ
か
ら
、
よ
く
聞
い
て
貰
い
た 

 
 
 

い
よ
。
妾
が
閻
魔
の
庁
に
よ
び
出
さ
れ
て
、
お
し
ら
べ
を
受
け
た
時
、
丁
度
、
五
人
の
坊
主
が
閻
魔
さ
ん
に
、
し 

 
 
 

ら
べ
ら
れ
て
い
た
ん
だ
。
一
人
は
国
は
何
処
だ
が
知
ら
な
い
が
、
槃
若
寺
の
道
品
と
い
う
坊
主
だ
っ
た
。
こ
の
坊 

 
 
 

主
は
、
常
に
大
涅
槃
経
四
十
巻
を
読
誦
致
し
て
お
り
ま
し
た
と
、
言
葉
す
く
な
に
申
し
上
げ
た
ら
、
閻
魔
王
は
、 

 
 
 

よ
ろ
し
い
極
楽
行
き
ぢ
ゃ
と
ぽ
ん
と
判
子
を
押
さ
れ
た
。
そ
の
次
ぎ
は
と
閻
魔
が
言
う
と
、
宝
明
寺
の
智
生
で
ご 

 
 
 

ざ
い
ま
す
と
一
人
の
坊
本
か
進
み
出
た
ら
、
汝
か…

…

汝
は
坐
禅
苦
行
の
功
が
あ
る
ぞ
、
極
楽
行
き
ぢ
ゃ
と
こ
れ 

 
 
 

も
又
ぽ
ん
と
判
子
を
押
し
た
。
次
は
融
覚
寺
の
最
曇
で
ご
ざ
い
ま
す
が
私
は
、
生
前
中
、
涅
槃
経
四
十
巻
華
厳
経 

 
 
 

六
十
巻
を
数
千
人
の
人
に
講
義
を
致
し
ま
し
た
と
自
慢
げ
に
申
し
出
で
た
の
だ
。
そ
う
し
た
ら
、
そ
の
時
、
閻
魔 

 
 
 

は
な
ん
と
言
っ
た
と
思
う
、
皆
の
衆
よ
う
く
き
け
よ
」
尼
僧
は
得
意
げ
に
、
あ
た
り
を
見
廻
し
て
一
寸
言
葉
を
き 

 
 
 

っ
た
。 

 
 

 

「
い
い
か
な
あ
、
そ
の
時
の
閻
魔
の
裁
き
は
こ
う
だ
っ
た
。
汝
は
お
経
の
講
義
を
し
た
と
言
う
な
、
だ
い
そ
れ
た 
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こ
と
を
し
た
者
で
あ
る
。
講
義
を
す
る
も
の
は
彼
は
秀
ぐ
れ
て
お
る
、
こ
れ
は
劣
っ
て
お
る
と
言
っ
て
経
文
を
比 

 
 
 

較
す
る
の
罪
に
お
ち
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
講
義
を
す
る
と
言
う
以
上
は
、
自
分
よ
り
聴
き
手
は
劣
る
も
の
と 

 
 
 

考
え
や
す
く
、
己
に
お
ご
る
心
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
、
今
は
た
だ
坐
禅
と
経
文
読
誦
の
時
で
あ
っ
て
、
経
文
を 

 
 
 

講
義
す
る
の
時
代
で
は
な
い
ぞ
と
言
っ
た
。
あ
わ
て
た
最
曇
は
、
平
身
低
頭
の
頭
を
あ
げ
て
、
「
私
は
金
持
ち
の 

 
 
 

家
に
生
れ
た
訳
で
も
な
く
、
ま
こ
と
に
貧
者
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
て
、
お
ご
り
た
か
ぶ
る
の
心
な
ぞ
毛
頭
に
ご
ざ 

 
 
 

い
ま
せ
ん
。
只
生
来
学
問
が
す
き
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
お
経
を
講
義
し
た
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
た 

 
 
 

が
「
言
訳
は
な
ら
ん
ぞ…

…
」
と
閻
魔
王
が
言
う
と
、
ば
ら
ば
ら
っ
と
、
青
鬼
が
十
人
程
、
と
び
出
し
て
き
て
、 

 
 
 

最
曇
を
と
り
ま
く
と
、
こ
っ
ち
だ
、
と
最
曇
を
追
い
た
て
て
、
西
北
門
の
方
に
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
門
の
あ 

 
 
 

く
時
に
、
ち
ら
っ
と
そ
の
方
向
を
み
た
が
、
門
も
真
黒
な
ら
家
も
真
黒
で
余
り
好
い
処
で
は
な
さ
そ
う
だ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

お
次
ぎ
と
言
う
と
、
私
は
禅
林
寺
の
道
山
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
沢
山
の
檀
家
を
教
化
し
、
等
身
大
の
仏
像
十 

 
 
 

体
を
こ
し
ら
え
て
供
養
し
、
尚
且
つ
一
切
経
を
こ
し
ら
え
た
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
自
慢
た
ら
し
く
申
上
げ 

 
 
 

る
と
、
閻
魔
さ
ん
は
、
帳
面
を
く
っ
た
手
を
や
す
め
て
、
道
山
よ
う
く
き
け
よ
。
沙
門
と
言
う
も
の
は
、
常
に
心 

 
 
 

を
一
に
摂
し
て
、
仏
道
を
守
る
こ
と
と
坐
禅
経
文
読
誦
が
第
一
で
あ
る
。
世
間
の
こ
と
に
心
を
つ
か
う
こ
と
な 

 
 
 

く
、
経
文
や
仏
像
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
は
一
応
正
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
仏
像
を
つ
く
る
に
は
、
他
人 

 
 
 

の
財
物
を
あ
て
に
し
な
げ
れ
ば
、
僧
侶
の
身
で
は
到
底
つ
く
る
こ
と
が
出
水
な
い
で
あ
ろ
う
。
物
を
得
れ
ば
、
必 

 
 
 

ら
ず
む
さ
ぼ
る
と
い
う
心
が
お
き
る
、
む
さ
ぼ
る
心
と
は
即
ち
貪
心
で
あ
る
。
貪
心
を
生
ず
れ
ば
貪
毒

と
ん
ど
く

、
瞋
毒

し
ん
ど
く

、 
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痴ち

毒ど
く

の
三
毒
が
必
ら
ず
生
ず
る
、
三
毒
の
生
じ
た
る
も
の
は
、
煩
悩
を
具
足
し
て
沙
門
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
ぞ
、 

 
 
 

汝
も
更
に
糾
明
の
要
が
あ
る
。
閻
府
が
語
尾
に
力
を
い
れ
て
断
定
す
る
と
、
青
鬼
め
が
再
び
十
人
程
現
わ
れ
て
、 

 
 
 

道
山
を
黒
門
の
方
に
引
き
立
て
て
い
っ
た
が
、
道
山
は
悲
し
い
声
を
あ
げ
て
、
娑
婆
で
は
、
功
徳
に
な
る
ぞ
と 

 
 
 
 

思
っ
て
や
っ
た
の
に
、
こ
こ
で
は
話
が
違
う
と
は
。
情
け
な
や
、
情
け
な
や
、
黒
門
が
し
ま
っ
て
も
、
道
山
の
叫 

 
 
 

び
声
が
き
こ
え
て
い
た
の
は
本
当
に
気
の
毒
で
あ
っ
た
。
五
人
目
の
坊
主
は
霊
覚
寺
の
宝
明
と
い
っ
た
が
、
閻
魔 

 
 
 

の
前
に
出
る
と
、
大
い
ば
り
な
み
え
を
切
っ
て
語
り
だ
し
た
。
私
は
坊
主
に
な
る
前
は
公
卿
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、 

 
 
 

い
ろ
い
ろ
な
役
に
も
つ
き
ま
し
た
が
、
最
後
は
若
狭
の
国
の
国
守
に
な
っ
た
時
、
自
分
で
霊
覚
寺
を
建
立
し
て
僧 

 
 
 

侶
に
な
り
ま
し
た
。
急
造
の
僧
侶
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
経
文
読
誦
と
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
多
少
劣
る
か
も
知
れ 

 
 
 

ま
せ
ん
が
、
仏
様
を
礼
拝
す
る
と
言
う
こ
と
で
は
、
決
し
て
人
後
に
落
ち
る
も
の
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
如
何
な 

 
 
 

も
の
で
し
ょ
う
か…

…

閻
魔
王
は
宝
明
と
申
す
者
、
汝
も
愚
か
な
者
ぢ
ゃ
、
よ
う
く
き
け
よ
。
汝
は
国
守
で
あ
っ 

 
 
 

た
時
に
如
何
な
る
こ
と
を
し
た
か
、
そ
の
浄
玻
璃
の
鏡
に
か
け
て
み
よ
う
か
、
如
何
じ
ゃ
と
言
え
ば
、
最
初
の
勢 

 
 
 

は
何
処
へ
や
ら
、
宝
明
は
、
ふ
る
え
な
が
ら
消
え
い
ら
ん
ば
か
り
に
、
地
に
う
づ
く
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
頭
上
に 

 
 
 

閻
魔
王
の
声
が
鳴
り
ひ
び
い
て
い
た
。
そ
う
で
あ
ろ
う
。
鏡
に
か
け
る
迄
も
な
い
、
汝
が
国
守
で
あ
っ
た
時
は
、 

 
 
 

理
を
ま
げ
法
を
ま
げ
、
あ
ま
つ
さ
え
民
の
財
産
を
、
さ
ん
ざ
ん
横
領
し
た
で
は
な
い
か
、
霊
覚
寺
を
建
立
し
た
と 

 
 
 

言
う
が
、
そ
れ
も
汝
の
力
で
は
な
く
、
民
百
姓
の
も
の
を
か
す
め
て
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
。
何
ん
の
功
徳
が
あ 

 
 
 

ろ
う
ぞ
、
汝
は
最
早
糾
明
の
必
要
は
な
い
、
早
速
に
地
獄
ゆ
き
じ
ゃ
、
こ
の
言
葉
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
赤
鬼 

 
 
 



 

7 塚 原 問 答 
 

が
、
ど
や
ど
や
と
大
勢
や
っ
て
き
て
う
ず
く
ま
っ
た
宝
明
を
、
つ
ま
み
あ
げ
る
と
、
さ
っ
さ
と
黒
門
の
方
に
ひ
っ 

 
 
 

ぱ
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
じ
ゃ
、
こ
れ
が
、
わ
た
し
が
七
日
間
冥
土
に
い
っ
て
き
て
み
て
き
た
話
だ
、
本 

 
 
 

当
の
話
だ
、
こ
の
閻
魔
の
さ
ば
き
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
今
は
坐
禅
と
経
文
読
誦
を
し
て
お
れ
ば
救
わ
れ
る
時
代 

 
 
 

な
の
だ
、
そ
れ
が
、
た
っ
た
一
人
の
日
蓮
法
師
を
相
手
に
、
問
答
し
よ
う
と
し
て
、
こ
の
雪
の
国
佐
渡
の
島
に
こ 

 
 
 

ん
な
に
集
ま
っ
て
お
る
と
は
、
本
当
に
ば
か
ば
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
、
ど
う
じ
ゃ
皆
の
衆…

…

」
冥
土
の
話
を 

 
 

す
る
と
言
う
の
で
、
長
い
こ
と
静
か
に
し
て
い
た
が
、
冥
土
の
話
が
終
る
と
同
時
に
急
に
ガ
ヤ
ガ
ヤ
し
始
め
た
。 

「
尼
さ
ん
、
尼
さ
ん…

…
」 

人
の
群
れ
か
ら
声
が
か
か
っ
た
。 

「
な
ん
だ
よ…

…

」 

尼
が
言
う
と
、 

「
そ
の
閻
魔
さ
ん
と
言
う
の
は
、
何
代
目
の
閻
魔
さ
ん
だ
ね
え
」 

と
ひ
や
か
し
た
。 

「
閻
魔
に
何
代
目
な
ん
か
あ
る
も
の
か
、
閻
魔
は
閻
魔
だ
よ…

…

」 

と
言
っ
た
の
で
、
ど
っ
と
笑
い
声
が
上
っ
た
。 

「
閻
魔
は
一
人
で
い
た
か
」 

誰
か
が
声
を
か
け
た
。 
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「
無
論
一
人
さ
、
わ
た
し
が
い
っ
た
時
は
ね
え
」 

と
尼
が
返
答
す
る
と
、 

「
玄
応
音
義
二
十
一
と
い
う
書
物
を
み
た
こ
と
が
あ
る
か…

…

」 

「
そ
ん
な
む
ず
か
し
い
本
は
み
た
こ
と
が
な
い
よ
。
ど
う
せ
わ
た
し
は
無
学
の
尼
だ
か
ら
ね
え
」 

「
そ
の
本
に
よ
る
と
、
閻
魔
と
は
く
わ
し
く
は
閻
魔
羅
社
と
呼
ぶ
の
だ
、
閻
魔
と
は
二
つ
と
い
う
こ
と
で
羅
社
と 

 
 
 

は
王
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
二
王
と
い
う
意
味
だ
か
ら
二
人
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」 

「
一
人
は
何
処
か
に
、
遊
び
に
い
っ
て
い
た
の
だ
」 

と
ま
ぜ
か
え
し
た
の
で
、
ど
っ
と
笑
い
声
が
ど
よ
め
い
た
。 

「
真
面
目
に
こ
の
尼
さ
ん
に
物
を
教
え
て
お
る
の
だ
、
ま
ぜ
っ
か
え
す
奴
が
あ
る
か
、
二
王
は
兄
と
妹
と
い
う
こ 

 
 
 

と
に
な
っ
て
お
る
。
二
人
と
も
地
獄
の
王
で
あ
っ
て
、
兄
は
男
の
方
を
裁
き
、
妹
は
女
を
裁
く
と
あ
る
。
お
前
は 

 
 
 

尼
だ
か
ら
、
羅
社
の
方
が
さ
ば
く
の
で
あ
っ
て
、
閻
魔
が
お
前
を
さ
ば
く
こ
と
は
な
い
筈
だ
。
嘘
を
言
っ
て
は
、 

 
 
 

そ
れ
こ
そ
、
舌
を
ぬ
か
れ
る
ぞ
」 

「
嘘
な
ん
か
、
言
う
も
の
か
、
だ
が
、
そ
ん
な
偉
ら
そ
う
な
こ
と
を
言
う
な
ら
、
明
日
は
一
月
十
六
日
、
な
ん
の 

 
 
 

日
か
知
っ
て
お
る
か
、
答
え
て
み
ろ
」 

 

尼
僧
は
本
当
に
怒
っ
て
、
問
い
返
え
し
た
。 

「
一
月
十
六
日…

…

一
月
十
六
日
は
だ
な
あ…

…

」 



 

9 塚 原 問 答 
 

「
ご
ま
か
す
な
、
お
前
こ
そ
何
ん
に
も
知
ら
な
い
ら
し
い
、
教
え
て
や
る
か
ら
覚
え
て
お
け
、
正
月
の
十
六
日
と 

 
 
 

盆
の
十
六
日
は
、
闇
魔
さ
ん
の
命
日
の
日
だ
、
子
供
だ
っ
て
知
っ
て
お
る
。
貴
様
こ
そ
、
閻
魔
さ
ま
に
舌
を
ぬ
か 

 
 
 

れ
る
ぞ
」 

 

再
び
、
ど
っ
と
か
が
り
火
の
火
を
あ
お
る
よ
う
な
嘲
笑
が
起
っ
た
。 

「
日
蓮
に
は
十
王
讃
歎
紗
と
い
う
著
述
が
あ
っ
て
、
中
々
閻
魔
の
研
究
を
や
っ
て
お
り
、
自
分
も
み
て
き
た
よ
う 

 
 
 

な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
ら
、
尼
さ
ん
の
舌
ぐ
ら
い
で
は
、
日
蓮
と
問
答
は
無
理
だ
よ…

…

」 

と
別
の
杉
の
根
も
と
が
ら
声
が
か
か
っ
た
。 

 

一
寸
静
か
に
な
っ
た
と
思
う
と
、
禅
坊
主
ら
し
い
の
が
、
法
衣
の
袖
を
ま
く
り
な
が
ら
、
大
き
な
声
で
怒
鳴
っ 

 
 

た
。 

「
仏
法
出
現
以
前
の
世
相
い
か
ん…

…

誰
か
答
え
て
み
よ…

…

仏
法
出
現
以
前
の
世
相
い
か
ん
」 

 

こ
の
ど
な
り
声
に
、
塚
原
の
山
野
は
人
な
き
が
如
く
、
静
か
に
な
っ
た
。
か
が
り
火
が
も
え
き
っ
た
か
、
ぱ
あ 

 
 
 

っ
と
、
火
の
こ
を
散
ら
し
て
ふ
っ
と
消
え
た
。 

 

な
る
程
今
夜
は
月
夜
だ
っ
た
の
か
と
、
お
互
い
が
気
が
つ
く
程
に
、
杉
の
木
立
を
も
れ
る
、
月
の
光
り
が
あ
ざ 

 
 
 

や
か
に
輝
き
渡
っ
た
時
、
突
然
で
っ
か
い
声
で
返
答
が
あ
っ
た
。 

「
天
下
泰
平
、
天
下
泰
平
」 

 

わ
お
っ
と
爆
笑
が
起
り
、
再
び
塚
原
の
山
野
は
以
前
に
も
ま
さ
る
喧
争
の
場
所
と
な
っ
た
。 
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丁
度
そ
の
頃
、
こ
こ
も
塚
原
の
一
軒
の
大
き
な
農
家
に
、
佐
渡
の
有
力
な
諸
宗
の
僧
侶
が
集
っ
て
、
明
日
の
問 

 
 
 

答
の
準
備
に
余
念
が
な
か
っ
た
。
念
仏
の
唯
阿
弥
陀
仏
を
頭
と
し
て
、
生
諭
房
、
印
性
房
、
慈
道
房
、
道
観
房
、 

 
 
 

慈
観
房
等
々
が
、
板
の
間
の
炉
辺
を
中
心
に
し
て
相
談
を
し
て
お
っ
た
。 

「
鎌
倉
か
ら
極
楽
寺
の
院
代
善
観
上
人
の
御
着
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

 

土
間
か
ら
声
が
掛
る
と
、
一
座
は
ど
よ
め
き
出
し
て
、
奥
の
部
屋
に
、
あ
た
ふ
た
と
伝
言
す
る
も
の
が
あ
る
。 

「
と
う
と
う
、
問
答
に
迄
も
ち
こ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
、
不
手
際
な
話
で
す
な
あ
」 

 

院
代
の
善
観
上
人
と
い
う
の
が
、
不
機
嫌
な
顔
を
し
な
が
ら
、
二
、
三
人
の
お
伴
を
つ
れ
て
家
の
土
間
に
立
っ 

 
 

た
。 

 

一
座
の
中
で
、
そ
れ
に
返
答
を
す
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
奥
の
部
屋
か
ら
、
唯
阿
弥
陀
仏
、
生
諭
房
、
印
性 

 
 
 

房
等
々
が
、
五
、
六
人
ど
や
ど
や
と
出
て
く
る
と
、
土
間
の
善
観
上
人
に
向
っ
て
叮
重
を
極
め
た
礼
を
し
て
、 

 
 
 

「
御
上
人
さ
ま
、
ど
う
ぞ
、
奥
へ
お
通
り
下
さ
い
、
そ
こ
で
は
お
話
も
出
来
ま
せ
ん
。
こ
の
夜
中
の
御
着
さ
ぞ
途 

 
 
 

中
困
難
で
ご
ざ
い
ま
し
た
ろ
う
」 

「
途
中
の
困
難
な
ぞ
ど
う
で
も
よ
い
で
す
が
、
何
故
日
蓮
と
問
答
な
ぞ
す
る
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
。 

 
 
 

極
楽
寺
良
観
上
人
さ
ま
の
御
苦
心
は
水
の
泡
と
な
り
ま
し
た
。
残
念
、
残
念
、
奥
の
部
屋
よ
り
、
こ
の
炉
辺
の
方 

 
 
 



 

11 塚 原 問 答 
 

が
結
構
で
す
」 

 
善
観
が
炉
辺
に
坐
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
首
頭
部
の
僧
侶
も
仕
方
な
く
、
そ
の
前
に
す
わ
り
、
今
迄
、
こ
の
部 

 
 
 

屋
に
い
た
僧
侶
は
、
あ
べ
こ
べ
に
、
奥
の
部
屋
へ
と
い
っ
て
し
ま
っ
た
。 

「
問
答
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
あ
の
御
教
書
は…

…

」 

 

善
観
は
声
を
の
か
と
、
眼
が
お
で
、
話
し
て
も
大
丈
夫
か
と
言
う
よ
う
な
様
子
を
し
た
。
一
座
の
人
々
は
、
互 

 
 
 

い
に
顔
を
見
合
せ
て
、
大
丈
夫
で
ご
ざ
い
ま
す
と
、
う
な
ず
く
の
で
あ
っ
た
。 

「
あ
の
御
教
書
は
、
ば
れ
ま
し
た
か
」 

「
善
観
さ
ま
、
残
念
な
が
ら
ば
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

 

生
諭
房
が
答
え
た
。 

「
余
人
が
つ
く
っ
た
の
な
ら
と
も
か
く
、
こ
の
佐
渡
の
国
の
国
主
で
あ
る
、
武
蔵
守
宣
時
殿
の
御
教
書
で
は
な
い 

 
 
 

で
す
か
、
何
故
、
ば
れ
た
の
で
す
か
。
こ
の
御
教
書
を
出
す
よ
う
に
し
た
の
は
、
良
観
上
人
さ
ま
の
並
々
な
ら
ぬ 

 
 
 

御
苦
心
の
あ
る
所
で
す
。
ば
れ
た
と
あ
れ
ば
、
良
観
上
人
さ
ま
の
お
顔
に
も
、
か
か
わ
る
こ
と
で
す
か
ら
な
あ
」 

 

善
観
が
深
刻
な
顔
を
す
る
の
で
、
一
座
は
し
ん
と
し
ず
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
善
観
は
言
葉
を
つ
づ
け 

 
 

た
。 

「
大
体
が
、
貴
僧
達
も
御
承
知
の
通
り
、
こ
の
佐
渡
の
島
に
流
さ
れ
て
帰
っ
た
人
は
一
人
も
あ
り
ま
せ
ん
。
順
徳 

 
 
 

上
皇
さ
ま
す
ら
、
こ
の
島
に
流
が
さ
れ
て
は
、
佐
渡
の
土
と
な
っ
て
相
果
て
申
し
た
。
日
蓮
が
竜
ノ
口
で
斬
首
と 
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き
ま
っ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
刑
を
の
が
れ
た
の
は
、
御
執
権
職
時
宗
さ
ま
の
御
台
所
が
御
懐
妊
で 

 
 
 

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
な
に
も
日
蓮
な
ぞ
の
法
力
な
ん
ぞ
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
蓮
の
仏
力
、
法
力
で 

 
 
 

竜
ノ
口
の
難
を
の
が
れ
た
と
、
近
頃
言
い
ふ
ら
し
て
お
る
そ
う
で
す
が
、
ま
こ
と
に
笑
止
千
万
な
話
で
す
。
そ
の 

 
 
 

よ
う
な
彼
等
に
都
合
の
よ
い
噂
話
を
消
す
た
め
に
も
、
こ
こ
、
佐
渡
の
島
で
、
日
蓮
の
首
を
切
っ
て
、
仏
敵
を
亡 

 
 
 

ぼ
さ
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。
そ
の
た
め
の
深
謀
遠
慮
な
御
教
書
で
あ
っ
た
の
で
す
が…

…

」 

 

印
性
房
が
、
思
わ
ず
返
答
し
た
。 

「
御
言
葉
中
甚
だ
失
礼
で
す
が
、
申
し
上
げ
ま
す
。
申
し
上
げ
ま
す
」 

「
な
ん
で
す
か…

…

」 

 

印
性
房
は
、
興
奮
の
あ
ま
り
、
声
を
出
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
落
着
い
て
み
る
と
、
自
分
が
、
善
観
に
向
か 

 
 
 

っ
て
返
答
す
る
資
格
の
な
い
の
に
気
が
つ
い
て
、 

「…
…

、…
…

」 

 

だ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
首
領
格
で
あ
る
、
唯
阿
弥
陀
仏
が
始
め
て
口
を
き
っ
た
。
唯
阿
弥
陀 

 
 
 

仏
と
い
う
と
、
阿
弥
陀
仏
の
次
ぎ
ぐ
ら
い
に
、
え
ら
そ
う
に
き
こ
え
る
が
、
実
は
そ
ん
な
意
味
で
は
な
く
、
念 

 
 
 
 

仏
を
常
に
申
し
て
お
り
ま
す
と
言
う
意
味
の
名
前
で
あ
っ
て
、
学
識
の
方
は
は
な
は
だ
、
あ
や
し
い
人
物
で
あ 

 
 
 

る
。 

「
善
観
上
人
さ
ま
、
実
は
、
佐
渡
の
念
禅
真
言
の
僧
侶
も
拱
手
傍
観
し
て
お
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
佐 
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渡
の
島
こ
そ
、
仏
敵
日
蓮
を
亡
き
者
に
す
る
場
所
と
考
え
ま
し
て
、
日
夜
努
力
し
ま
し
た
。
一
滴
の
水
一
粒
の
米 

 
 

も
、
日
蓮
の
喉
を
通
す
ま
い
と
思
っ
て
、
四
辺
に
警
護
を
つ
け
て
充
分
の
用
心
を
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
不 

 
 
 

思
議
と
日
蓮
は
死
に
ま
せ
ん
。
邪
法
を
つ
か
う
と
聞
き
込
ん
で
お
り
ま
し
た
か
ら
、
十
日
や
二
十
日
は
さ
も
あ
ら 

 
 
 

ん
か
と
安
心
し
て
お
り
ま
す
と
、
中
々
死
に
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
し
ら
べ
て
み
ま
す
と
、
な
ん
た
る
こ
と
で
あ
り 

 
 
 

ま
し
ょ
う
。
日
蓮
に
食
い
物
を
、
ひ
そ
か
に
運
ん
で
る
奴
が
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
面
倒
だ
、
遠
矢 

 
 
 

に
か
け
て
射
殺
ろ
し
て
し
ま
え
と
、
或
る
日
、
強
弓
自
慢
の
者
を
つ
か
い
ま
し
て
、
遠
矢
を
か
け
た
の
で
ご
ざ
い 

 
 
 

ま
す
が
、
そ
れ
が
な
ん
と
、
日
蓮
め
に
み
つ
か
り
ま
す
と
、
高
い
杉
の
樹
か
ら
堂
と
お
ち
ま
し
て
、
介
抱
し
て
く 

 
 
 

れ
た
の
が
、
敵
の
日
蓮
と
い
っ
た
よ
う
な
調
子
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
武
蔵
守
様
の
御
教
書
を
い
た
だ
い 

 
 
 

た
の
で
、
こ
の
機
を
逃
が
す
な
と
、
島
の
全
部
の
僧
侶
は
勿
論
、
念
禅
真
言
の
信
徒
二
、
三
百
人
を
ひ
き
つ
れ 

 
 
 

て
、
代
官
本
間
六
郎
左
衛
門
の
屋
敷
に
つ
め
が
け
ま
し
て
、
日
蓮
を
早
速
殺
せ
と
つ
め
よ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す 

 
 

が
、
代
官
は
言
を
左
右
に
し
て
応
じ
ま
せ
ん
。
大
勢
の
力
を
も
っ
て
代
官
を
せ
め
た
て
ま
す
と
、
六
郎
左
衛
門
は 

 
 
 

な
ら
ん
と
言
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
何
故
、
な
ら
ん
と
言
う
の
で
す
か
」 

 

善
観
の
問
い
に
答
え
て
、 

「
代
官
は
こ
う
申
し
ま
し
た
。
実
は
日
蓮
に
は
、
執
権
職
時
宗
殿
の
副
状
が
、
こ
の
島
に
き
た
時
か
ら
あ
る
ぞ
と 

 
 
 

申
す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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大
勢
の
人
々
が
興
奮
の
あ
ま
り
、
み
せ
よ
、
み
せ
よ
と
叫
び
ま
し
た
の
で
、
代
官
は
つ
い
に
そ
の
副
状
を
も
っ 

 
 
 

て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
唯
阿
弥
陀
仏
た
し
か
に
、
わ
が
眼
を
も
っ
て
み
ま
し
た…

…

」 

「
な
ん
と
、
書
い
て
あ
っ
た
の
で
す
か…

…

」 

「
そ
れ
に
は
「
こ
の
人
は
と
が
な
き
人
な
り
、
今
し
ば
ら
く
あ
り
て
、
ゆ
る
さ
せ
給
う
べ
し
、
あ
や
ま
ち
し
て
は 

 
 
 

後
悔
あ
る
べ
し
」
と
あ
っ
て
、
た
し
か
に
執
権
殿
の
書
き
判
が
ご
ざ
い
ま
し
た
」 

「
う
う
む…

…

」 

 

善
観
は
思
わ
ず
う
な
っ
た
。 

「
時
宗
殿
の
副
状
が
あ
る
以
上
、
た
と
え
武
蔵
守
殿
の
御
教
書
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
勝
手
な
処
分
は
相
な
り
ま 

 
 
 

せ
ぬ
と
、
代
官
本
間
六
郎
左
衛
門
が
副
状
片
手
に
叫
び
ま
し
た
の
で
、
代
官
所
に
お
し
か
け
た
二
、
三
百
人
の
人 

 
 
 

間
も
、
つ
い
だ
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
六
郎
左
衛
門
も
利
口
な
奴
ゆ
え
、
当
方
の
武
蔵
守
の
御
教
書
は
み
せ
よ 

 
 
 

と
も
な
ん
と
も
言
わ
な
か
っ
た
の
で
実
は
当
方
は
助
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
六
郎
左
衛
門
め
が
最
後
に
つ
け
加
え 

 
 
 

た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
方
も
、
御
僧
侶
は
昔
か
ら
問
答
と
言
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
法
の
勝
劣
を
決
め
る
と
言 

 
 
 

う
で
は
な
い
か
、
問
答
に
よ
っ
て
、
日
蓮
を
攻
め
落
す
と
言
う
な
ら
ば
、
六
郎
左
衛
門
も
決
し
て
仲
介
を
い
や
が 

 
 
 

る
も
の
で
は
な
い
。
問
答
せ
ら
れ
よ
、
問
答
せ
ら
れ
よ
と
叫
び
ま
し
た
。
す
る
と
、
つ
め
か
け
た
念
禅
真
言
の
信 

 
 
 

徒
が
、
そ
う
だ
、
そ
う
だ
と
叫
び
ま
し
た
の
で
、
つ
い
に
、
日
蓮
と
問
答
と
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

 

善
観
も
沈
痛
な
顔
を
し
て
、
つ
い
に
一
言
も
発
す
る
こ
と
な
く
、
事
態
の
急
を
み
と
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の 
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で
あ
る
。 

二 

 

文
永
九
年
一
月
十
六
日
の
朝
が
き
た
。 

 

佐
渡
塚
原
の
三
昧
堂
の
大
庭
で
あ
る
。 

 

は
た
め
く
幔
幕
の
前
に
、
本
間
六
郎
左
衛
門
と
そ
の
兄
久
経
の
二
人
が
一
族
郎
党
を
引
き
っ
れ
て
床
几
に
厳
然 

 
 
 

と
腰
か
け
て
い
る
。
後
年
人
々
が
天
下
三
問
答
の
一
つ
と
名
を
つ
け
た
、
こ
の
塚
原
問
答
の
本
日
の
仲
介
を
か
っ 

 
 
 

て
出
た
訳
で
あ
る
。
六
郎
左
衛
門
と
し
て
は
、
法
門
の
勝
敗
を
決
定
す
る
役
柄
と
は
毛
頭
思
っ
て
は
い
な
い
。
む 

 
 
 

し
ろ
自
分
も
念
仏
宗
の
信
徒
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
本
日
の
問
答
は
念
仏
の
僧
侶
に
勝
た
せ
た
い
。
又
勝
つ
も
の
と 

 
 
 

思
っ
て
い
た
。
だ
が
、
念
仏
の
僧
侶
が
問
答
に
勝
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
三
百
人
の
聴 

 
 
 

衆
の
怒
り
は
、
よ
も
や
日
蓮
を
生
か
し
て
は
お
く
ま
い
。
六
郎
左
衛
門
の
眼
前
で
、
日
蓮
は
な
ぶ
り
殺
し
に
な
る 

 
 
 

だ
ろ
う
。 

 

そ
れ
を
代
官
と
し
て
は
恐
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

守
護
所
に
数
百
人
が
押
し
よ
せ
て
、
日
蓮
を
殺
せ
、
日
蓮
を
殺
せ
、
罪
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
こ
の
佐
渡 

 
 
 

の
島
に
流
が
さ
れ
て
、
最
後
ま
で
生
か
し
て
お
い
た
、
た
め
し
は
な
い
で
は
な
い
か
。
頸
を
は
ね
ろ
、
そ
っ
首
ひ 
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っ
こ
ぬ
け
と
叫
ん
だ
時
に
、
六
郎
左
衛
門
は  

「
時
宗
殿
よ
り
日
蓮
を
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
副
状
が
あ
る
ぞ
」 

と
叫
ん
で
、
本
日
の
こ
の
問
答
に
も
ち
こ
ん
だ
、
六
郎
左
衛
門
で
あ
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
六
郎
左
衛
門
は
、
問 

 
 
 

答
に
負
け
た
場
合
の
大
聖
人
の
処
置
を
考
え
て
、
警
備
を
厳
重
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

大
聖
人
は
如
何
か
と
み
れ
ば
、
そ
ま
つ
な
筵
の
上
の
敷
皮
に
、
ど
っ
し
り
と
座
を
し
め
て
、
仏
像
の
如
く
静
か 

 
 
 

で
あ
っ
た
。
こ
の
大
聖
人
を
と
り
ま
い
て
唯
阿
弥
陀
仏
（
こ
れ
は
常
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
て
お
る
人
の
意
味 

 
 
 

で
あ
る
）
生
諭
房
（
律
宗
）
印
性
房
、
慈
道
房
、
道
観
房
、
等
々
の
僧
侶
が
な
ら
び
、
そ
の
外
輪
に
、
越
後
、
越 

 
 

中
、
出
羽
、
奥
州
、
信
濃
の
国
々
か
ら
あ
つ
ま
っ
た
法
師
達
が
、
怒
り
の
眼
を
き
ら
き
ら
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
周 

 
 
 

囲
の
杉
木
立
の
中
に
は
、
百
姓
や
ら
、
に
わ
か
じ
た
て
の
僧
侶
や
、
金
剛
杖
を
か
ま
え
た
修
験
道
の
も
の
も
い 

 
 
 

た
。
最
初
か
ら
問
答
は
無
用
、
日
蓮
を
打
ち
殺
ろ
す
も
の
は
、
我
が
修
験
道
な
り
と
構
え
て
、
口
の
中
で
ぶ
つ
ぶ 

 
 
 

つ
と
言
っ
て
お
る
の
は
、
さ
し
ず
め
大
聖
人
を
し
て
へ
い
こ
う
せ
し
め
よ
う
と
い
う
、
答
力
欠
失
の
呪
文
を
唱
え 

 
 
 

て
祈
禱
し
て
お
る
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
数
ざ
あ
っ
と
三
、
四
百
人
が
大
聖
人
さ
ま
を
中
心
に
し
て
、
一
問
一
答
、
或
い
は
問
答
を
ど
ん
ど
ん
と
し
か 

 
 

け
て
い
っ
て
、
返
答
を
さ
せ
る
隙
は
も
た
せ
ず
、
た
と
え
一
句
な
り
と
も
詰
っ
た
な
ら
ば
、
勝
っ
た
勝
っ
た
と
、
凱 

 
 

歌
を
あ
げ
て
、
そ
の
ど
さ
く
さ
に
ま
ぎ
れ
て
打
ち
殺
し
て
し
ま
え
と
い
う
の
が
、
こ
の
場
所
に
は
、
今
は
顔
を
出 

 
 
 

し
て
は
お
ら
ぬ
が
、
昨
夜
、
急
を
き
い
て
鎌
倉
か
ら
、
塚
原
に
か
け
つ
け
て
、
背
後
で
み
ん
な
を
あ
や
つ
る
極
楽 
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寺
良
観
上
人
の
院
代
を
つ
と
め
る
善
観
の
策
略
で
あ
っ
た
。 

時
刻
は
せ
ま
っ
た
。 

佐
渡
代
官
職
本
間
六
郎
左
衛
門
重
連
が
、
扇
子
を
さ
っ
と
右
手
で
あ
げ
る
と
、
背
後
の
武
士
が
、 

「
佐
渡
配
流
の
日
蓮
と
、
諸
宗
諸
派
大
徳
方
々
の
問
答
を
只
今
よ
り
許
す
の
儀
、
代
官
職
よ
り
お
許
し
が
下
さ
れ 

 
 

ま

し
た…

…

」 

塚
原
の
山
野
に
こ
だ
ま
す
る
程
の
大
き
な
声
で
あ
っ
た
。 

わ
あ
っ
と
い
う
喊
声
が
あ
が
り
、
そ
の
声
の
ひ
び
き
で
杉
木
立
の
枝
の
雪
が
一
勢
に
お
ち
始
め
た
の
で
、
そ
こ 

 
 
 

こ
こ
に
、
ど
よ
め
き
が
起
り
、
筵
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
た
、
諸
大
徳
と
言
わ
れ
た
、
僧
侶
達
は
落
ち
て
く
る
雪 

 
 
 

に
悲
鳴
を
あ
げ
て
、
全
部
が
た
ち
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
。 

「
す
わ
れ
、
す
わ
れ
」 

「
み
え
な
い
ぞ
、
雪
が
お
ち
て
き
た
位
で
騒
ぐ
奴
が
あ
る
か
、
前
が
み
え
な
い
ぞ
」 

と
、
ど
な
る
や
ら
、 

「
問
答
が
み
え
な
い
、
す
わ
れ
、
す
わ
れ
」 

「
馬
鹿
、
問
答
は
み
る
も
の
で
は
な
い
、
き
く
も
の
じ
ゃ
、
あ
ほ
ら
し
い…

…

」 

「
み
る
も
、
聞
く
も
あ
る
も
ん
か
、
ま
だ
一
向
に
始
ま
っ
た
訳
で
は
な
い
ぞ
、
お
ち
つ
け
、
前
は
と
も
か
く
す
わ 

 
 

れ
、
諸
人
の
迷
惑
だ…

…

」 
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て
ん
で
、
て
ん
で
の
こ
と
を
、
ど
な
っ
て
、
暫
く
騒
然
と
し
た
が
、
や
が
て
、
嘘
の
よ
う
な
静
け
さ
が
お
と
ず 

 
 
 

れ
て
、
頭
上
を
吹
く
松
籟
の
音
が
さ
あ
っ
と
す
ぎ
て
ゆ
く
だ
け
で
あ
っ
た
。 

 

大
聖
人
は
依
然
と
し
て
黙
し
て
お
る
。 

 

六
郎
左
衛
門
兄
弟
も
沈
黙
の
ま
ま
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
塚
原
の
山
野
に
あ
つ
ま
っ
た
、
三
、
四
百
人
の
人
も
黙
然
と
し
て
、
す
ぎ
ゆ
く
風
の
音
に
耳
を
す
ま
し
た
。 

 

こ
れ
は
、
誰
が
第
一
番
の
口
を
き
る
か
と
言
う
こ
と
の
期
待
を
か
け
ら
れ
て
の
沈
黙
で
あ
っ
た
。 

 

六
郎
左
衛
門
が
、
し
び
れ
を
き
ら
し
て
、
扇
子
を
上
げ
よ
う
と
し
た
時
で
あ
る
。 

「
日
蓮
坊…

…

」 

と
声
を
か
け
て
、
僧
侶
が
ど
な
っ
た
。 

「
貴
僧
は
、
念
仏
無
間
、
禅
天
魔
、
真
言
亡
国
、
律
国
賊
と
常
に
言
わ
れ
る
そ
う
だ
が
、
そ
れ
は
本
当
の
こ
と 

 
 
 

か
、
も
し
本
当
だ
と
す
れ
ば
い
ず
れ
の
経
文
に
そ
の
よ
う
な
、
馬
鹿
げ
た
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
、
返
答
を
せ
よ 

 
 
 

…
…

」 

   

大
聖
人
は
依
然
と
し
て
口
を
即
座
に
開
か
な
か
っ
た
。
返
答
を
し
た
の
は
外
の
僧
侶
だ
っ
た
。 
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「
日
蓮
坊
そ
の
返
答
は
暫
く
ま
て
、
只
今
の
質
問
者
は
、
自
分
の
姓
名
を
も
言
わ
ず
、
問
答
を
し
か
け
よ
う
と
し 

 
 
 

て
い
る
、
そ
ん
な
作
法
知
ら
ず
に
、
日
蓮
坊
が
返
答
す
る
筈
が
な
い
わ
、
問
答
を
い
ど
む
も
の
は
す
べ
か
ら
く
、 

 
 
 

所
属
の
宗
派
を
先
ず
名
の
れ
、
こ
の
大
勢
の
中
に
は
、
寺
も
も
た
な
い
貧
僧
も
お
ろ
う
が
そ
れ
に
し
て
も
、
宗
派 

 
 
 

と
姓
名
は
名
の
れ
、
そ
し
て
住
職
な
ら
ば
、
寺
名
も
名
の
れ…
…

」 

「
つ
い
で
に
僧
位
も
名
の
れ
だ
ろ
う…

…

」 

 

弥
次
が
、
と
ん
だ
の
で
、
わ
あ
っ
と
笑
い
声
が
あ
が
っ
た
。 

「
笑
い
ご
と
で
は
な
い
、
僧
位
を
名
乗
る
の
が
本
式
だ
、
貴
公
等
は
問
答
の
法
式
を
知
ら
ん
な
あ
」 

と
怒
鳴

ど

な

り
な
が
ら
、
あ
た
り
を
み
ま
わ
す
と
、
西
の
群
れ
の
中
か
ら
す
わ
っ
た
ま
ま
声
が
か
か
っ
た
。 

「
お
い
、
そ
う
言
う
貴
公
こ
そ
、
宗
派
も
宗
旨
も
、
ど
こ
の
住
職
だ
か
も
名
の
ら
ん
で
は
な
い
か
、
自
語
相
違
と 

 
 
 

い
う
の
が
仏
語
に
あ
る
が
、
貴
僧
知
っ
て
お
る
の
か
、
こ
ん
な
所
で
、
自
己
の
姓
名
所
属
宗
派
僧
位
住
職
な
ぞ
、 

 
 
 

な
ん
で
名
乗
る
必
要
が
あ
る
、
殿
中
に
お
い
て
す
る
問
答
な
ら
ま
だ
し
も
、
こ
こ
は
塚
原
の
山
野
で
は
な
い
か
、 

 
 
 

正
式
の
問
答
の
形
式
な
ぞ
な
ん
で
い
る
も
の
か
、
先
程
、
問
答
開
始
の
時
の
、
代
官
殿
の
家
来
の
言
っ
た
こ
と
を 

 
 
 

忘
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
佐
渡
配
流
の
日
蓮
と
、
諸
宗
諸
派
の
大
徳
の
方
々
と
の
問
答
云
々
と
言
わ
れ
た
で 

 
 
 

は
な
い
か
、
日
蓮
は
、
お
上
よ
り
お
咎
の
流
人
の
身
で
あ
る
ぞ
、
こ
れ
と
問
答
す
る
な
ぞ
は
、
実
は
も
っ
て
の
外 

 
 

で
、
口
を
き
く
も
我
身
が
汚
が
れ
る
と
思
っ
て
お
る
程
じ
ゃ
」 

「
そ
ん
な
考
え
な
ら
、
な
ん
で
や
っ
て
き
た
の
だ
」 
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「
わ
し
は
た
だ
見
物
に
き
た
だ
け
じ
ゃ
」 

「
見
物
に
き
た
だ
け
な
ら
、
閉
口
し
て
見
物
し
て
お
れ
」 

「
そ
う
だ
そ
う
だ
」 

と
同
ず
る
も
の
と
、 

「
何
処
の
僧
侶
か
、
知
ら
な
い
が
、
先
程
の
僧
侶
が
言
わ
れ
た
こ
と
は
正
し
い
ぞ
、
こ
こ
は
殿
中
で
は
な
い
形
式 

 
 
 

は
い
ら
な
い
、
姓
名
な
ぞ
名
乗
る
必
要
な
ぞ
あ
る
も
の
か
」 

「
そ
う
だ
そ
う
だ
、
姓
名
も
宗
派
も
宗
旨
も
名
乗
る
必
要
な
ぞ
あ
る
も
の
か
、
日
蓮
に
勝
っ
た
時
は
よ
い
だ
ろ
う 

 
 

が
、
負
け
た
時
は
、
後
代
ま
で
、
名
が
の
こ
る
か
ら
な
あ
、
ま
あ
こ
う
い
っ
た
処
が
ず
ぼ
し
で
は
な
い
か
な
あ
は 

 
 
 

っ
は
っ
は
っ…

…

ァ
」 

 

こ
の
一
言
の
刃
物
の
よ
う
な
声
は
、
す
み
渡
っ
て
き
こ
え
、
一
寸
塚
原
の
山
野
も
静
か
に
な
っ
た
趣
き
が
あ
っ 

 
 

た
。 

 

業
を
に
や
し
た
、
本
間
六
郎
左
衛
門
が
、 

「
各
自
各
手
の
問
答
は
、
始
ま
っ
た
が
、
日
蓮
法
師
と
の
問
答
は
一
向
に
な
い
の
が
如
何
な
も
の
か
、
さ
あ
さ
あ 

 
 
 

問
答
つ
か
ま
つ
っ
た
ら
如
何
じ
ゃ…

…

」 

と
言
い
放
っ
た
。 

 

こ
の
時
、
間
は
つ
を
い
れ
ず
大
聖
人
は
言
わ
れ
た
。 
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「
各
々
方
々
に
は
、
遠
く
、
奥
州
、
出
羽
、
越
中
、
越
後
、
信
濃
の
国
々
よ
り
、
本
日
、
日
蓮
房
に
、
お
教
え
を 

 
 
 

た
れ
よ
う
と
し
て
お
で
か
け
下
さ
っ
た
方
々
で
あ
り
ま
す
。
昔
帝
釈
天
王
は
野
干
を
拝
し
て
仏
の
教
を
き
い
た
と 

 
 
 

い
う
こ
と
も
仏
説
に
ご
ざ
い
ま
す
。
法
に
よ
っ
て
人
に
よ
ら
ざ
れ
、
本
日
、
日
蓮
は
教
示
を
賜
わ
る
側
に
あ
り
ま 

 
 

す
。
し
か
れ
ば
、
宗
派
宗
旨
、
僧
位
、
尊
名
を
名
の
る
必
要
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
御
自
由
に
御
教
示
を
賜
わ
り
た 

 
 
 

く
思
い
ま
す
。
ま
た
、
日
蓮
も
答
え
る
と
同
様
に
、
皆
様
方
に
質
問
し
て
教
示
を
賜
わ
り
ま
し
ょ
う
、
で
は
」 

 

大
聖
人
が
辞
を
ひ
く
く
し
て
、
一
膝
の
り
だ
す
と
、
不
思
議
や
三
、
四
百
人
の
人
々
が
、
す
こ
し
づ
つ
膝
を
う 

 
 
 

し
ろ
に
引
く
音
が
、
ざ
あ
っ
ざ
あ
っ
と
き
こ
え
る
の
で
あ
っ
た
。 

「
禅
宗
の
僧
、
教
示
を
願
う
、
禅
天
魔
と
は
い
ず
れ
の
経
文
に
あ
り
や
」 

「
汝
、
禅
宗
な
ら
ば
、
何
故
、
禅
天
魔
の
所
在
の
経
文
を
た
ず
ね
る
か
」 

「
何
故
の
反
詰
ぞ
、
直
ち
に
経
文
を
あ
げ
よ
」 

「
禅
は
一
切
の
経
文
を
、
は
き
た
る
つ
ば
き
と
言
い
、
月
を
さ
す
指
と
な
し
て
、
天
地
日
月
等
も
汝
等
が
妄
心
よ 

 
 
 

り
い
で
た
り
と
言
う
て
経
文
を
笑
う
に
、
汝
そ
の
経
文
に
天
魔
の
所
在
を
た
ず
ね
る
は
、
禅
宗
に
し
て
禅
宗
を
知 

 
 
 

ら
ざ
る
の
輩
な
り
、
い
か
ん
」 

「…
…
…

」 

一
人
沈
黙
し
て
す
わ
る
と
、
一
人
が
た
っ
た
。 

「
日
蓮
坊
主
よ
う
く
き
け
、
仏
説
大
梵
天
王
問
仏
決
疑
経
に
「
我
れ
に
正
法
眼
蔵
の
涅
槃
妙
文
実
相
無
相
微
妙
の 
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法
門
あ
り
教
外
に
別
に
伝
う
。
文
字
を
立
て
ず
、
摩
詞
迦
葉
に
付
属
す
」
と
あ
っ
て
、
迦
葉
に
こ
の
禅
の
一
法
を 

 
 
 

教
外
に
伝
う
、
故
に
、
仏
の
経
経
は
月
を
さ
す
指
、
月
を
み
て
は
、
後
は
不
用
の
も
の
な
り
、
心
の
本
分
禅
の
一 

 
 
 

理
を
知
っ
て
、
後
は
仏
教
に
心
を
と
む
べ
き
の
用
な
し
、
さ
れ
ば
、
我
が
禅
の
先
哲
は
、
十
二
部
経
は
す
べ
て
是 

 
 
 

れ
閑
文
字
と
た
つ
な
り
」 

「
禅
に
三
種
類
あ
る
を
知
っ
て
、
汝
、
日
蓮
に
問
う
か
否
や…

…
…

」 

 

即
答
は
な
か
っ
た
が
、
大
聖
人
は
す
ぐ
と
言
葉
を
つ
づ
け
た
。
恥
を
か
か
せ
た
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

「
如
来
禅
、
教
禅
、
祖
師
禅
で
あ
る
。
汝
が
今
冨
う
所
は
祖
師
禅
で
あ
る
が
、
教

き
ょ
う

外げ

別べ
つ

伝で
ん

と
言
っ
て
、
教
を
は
な
れ 

 
 

て
之
れ
を
伝
う
と
い
わ
ば
、
教
を
は
な
れ
て
理
な
く
、
理
を
は
な
れ
て
教
は
な
き
道
理
。
教
と
は
全
く
理
と
い 

 
 
 
 

う
こ
と
の
道
理
を
汝
は
知
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
釈
尊
金
棺

こ
ん
か
ん

よ
り
、
拈
華

ね

ん

げ

微
笑

み
し
ょ
う

し
て
迦
葉
に
付
属
し
給
う
と
言
う 

 
 
 

も
是
れ
教
で
は
な
い
か
。
文
字
を
立
て
ず
と
い
う
四
字
も
即
ち
教
で
あ
り
文
字
で
あ
る
。
汝
は
汝
が
師
匠
に
一
言 

 
 
 

も
問
わ
ず
し
て
今
日
の
僧
と
な
り
た
る
か
、
汝
が
師
匠
は
一
冊
の
書
籍
も
汝
に
あ
た
え
ず
し
て
仏
教
を
習
え
と
教 

 
 
 

え
た
る
か
、
如
何
、
返
答
あ
れ
」 

 

こ
れ
に
は
、
さ
す
が
に
返
答
が
な
く
、
人
ご
み
の
中
に
、
す
ば
や
く
す
わ
る
と
、
そ
の
影
を
か
く
し
た
。
三
、 

 
 
 

四
百
人
も
、
と
り
か
こ
ん
だ
中
か
ら
、
誰
れ
で
も
き
や
す
く
問
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
と
活
気
を
呈 

 
 
 

し
て
き
た
。 
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「
日
蓮
、
御
坊
、
禅
天
魔
と
は
経
文
の
い
ず
れ
に
あ
る
や
と
、
最
初
の
問
者
が
、
問
う
た
の
に
、
何
故
経
文
を
あ 

 
 
 

げ
ず
し
て
、
う
ま
く
問
を
の
が
れ
た
の
か
、
拙
僧
は
貴
殿
が
、
卒
直
に
そ
の
所
在
を
あ
げ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
の 

 
 
 

だ
、
そ
し
た
ら
、
本
日
只
今
よ
り
禅
宗
の
数
珠
を
き
っ
て
も
よ
い
の
だ
。
経
文
を
あ
げ
ら
れ
い
、
経
文
を
あ
げ
ら 

 
 
 

れ
い
」
問
者
の
真
面
目
さ
が
、
塚
原
の
大
庭
を
圧
し
て
、
ち
ょ
っ
と
し
ず
ま
っ
た
気
配
で
あ
っ
た
。 

「
日
蓮
が
、
禅
は
天
魔
の
説
と
言
う
の
は
日
蓮
が
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ぞ
、
仏
の
御
遺
言
に
「
我
が
経
の
外
に 

 
 
 

正
法
あ
り
と
言
う
は
、
天
魔
の
説
な
り
」
と
あ
る
か
ら
申
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す…

…

達
磨
大
師
が
印
度
よ
り 

 
 
 

唐
土
に
き
て
、
四
巻
の
楞
伽

り
ょ
う
が

経
を
第
二
祖
た
る
慧
可
に
さ
ず
け
て
、
我
れ
唐
土
の
国
を
み
る
に
、
こ
の
経
よ
り
す 

 
 
 

ぐ
れ
た
る
経
一
巻
も
な
し
、
汝
た
も
ち
て
修
行
し
て
仏
に
な
れ
と
教
え
た
り
と
、
慧
可
禅
師
の
伝
記
に
あ
る
で
は
な 

 
 

い
か
、
さ
れ
ば
、
達
摩
も
慧
可
も
、
す
で
に
経
文
を
さ
き
に
し
て
お
る
で
は
な
い
か
、
も
し
経
に
よ
る
と
言
う
な 

 
 
 

ら
ば
、
そ
の
経
文
は
、
大
乗
教
か
小
乗
教
か
権
教
か
、
実
教
か
、
教
の
勝
劣
を
弁
別
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
達
磨 

 
 
 

が
西
よ
り
き
て
、
人
の
心
を
さ
し
て
仏
な
り
と
言
っ
た
こ
と
に
、
禅
宗
の
諸
僧
は
ひ
ど
く
感
心
し
て
お
ら
れ
る 

 
 
 

が
、
こ
れ
程
の
理
屈
は
、
華
厳
、
大
集
、
般
若
、
等
々
の
法
華
経
以
前
の
権
大
乗
の
経
に
は
ざ
ら
に
あ
る
こ
と 

 
 
 

で
、
な
ん
ら
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
わ
、
禅
宗
が
楞
伽
経
、
首
榜
厳
経
、
金
剛
般
若
経
を
依
り
所
の
経
文
と 

 
 
 

し
て
お
る
の
は
、
教
外
別
伝
、
不
立
文
字
と
自
語
相
違
で
は
な
い
か
」 

 

禅
宗
の
僧
侶
達
は
、
な
に
を
ほ
ざ
く
日
蓮
坊
と
か
、
配
流
悪
僧
の
駄
弁
、
警
策
を
も
っ
て
、
叩
き
殺
せ
と
叫
び 
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つ
づ
け
た
が
、
な
ん
と
か
名
の
あ
る
禅
僧
で
あ
ろ
う
。 

「
各
々
、
悪
罵
を
つ
つ
し
ま
れ
た
い
、
禅
徒
の
恥
で
は
な
い
か
」 

と
両
手
を
あ
げ
て
、
大
勢
の
喧
噪
を
し
ず
め
て
、 

「
で
は
、
日
蓮
法
師
、
こ
れ
は
禅
家
の
公
案
で
あ
っ
て
、
質
問
す
る
も
、
あ
ん
ま
り
身
勝
手
と
思
う
が
、
答
え
ら 

 
 
 

れ
た
ら
、
答
え
て
み
ら
れ
い
、
決
し
て
勝
劣
を
き
そ
う
と
思
う
質
問
で
は
な
い
が
」 

 

大
聖
人
は
静
か
に
、
微
笑
を
う
か
べ
て
答
え
る
の
で
あ
っ
た
。 

「
松
に
藤
か
か
る
、
松
枯
れ
藤
枯
れ
て
後
如
何
」
（
註
一
） 

「
上
ら
ず
し
て
一
打
」 

「…
…
…

」 

 

う
う
む
と
言
う
呻
り
声
が
、
塚
原
の
大
庭
の
禅
宗
の
僧
侶
の
口
々
か
ら
上
っ
た
。
奇
問
を
も
っ
て
奇
襲
し
た
つ 

 
 
 

も
り
が
、
み
ご
と
に
破
れ
た
の
で
あ
る
。
念
仏
や
、
真
言
の
僧
侶
た
ち
は
禅
宗
の
僧
侶
が
思
わ
ず
、
う
ー
む
と
う 

 
 
 

な
る
と
、
こ
れ
は
暗
黙
の
う
ち
に
、
負
け
た
と
考
え
た
の
で
、
凱
歌
こ
そ
あ
げ
な
い
が
、
い
い
ざ
ま
だ
と
言
わ
ん 

 
 
 

ば
か
り
の
表
情
で
あ
っ
た
。
だ
が
禅
宗
の
負
け
た
の
は
よ
い
が
、
こ
ん
ど
は
拝
聴
ば
か
り
し
て
お
れ
な
い
。
い
よ 

 
 
 

い
よ
自
分
達
が
質
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
一
寸
容
易
な
ら
ん
ぞ
と
言
う
心
持
ち
が
、
禅
宗
以
外
の
諸
宗 

 
 
 

諸
派
の
人
々
の
顔
に
み
え
て
い
た
。 

 

そ
う
し
た
沈
黙
は
大
聖
人
の
言
葉
で
破
ら
れ
た
。 
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「
只
今
の
公
案
の
御
返
答
は
、
禅
家
で
は
満
点
の
返
答
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
、
満
点
の
返
答
だ
か
ら
こ
そ
禅
は 

 
 
 

天
魔
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
釈
尊
が
八
十
歳
に
て
涅
槃
に
入
っ
た
時
、
沢
山
の
外
道
や
天
魔
が
よ
ろ
こ
ん
だ
と 

 
 
 

言
う
が
、
そ
れ
に
も
似
た
の
が
禅
家
で
あ
る
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
禅
宗
は
滅
度
の
仏
を
み
る
が
故
に
、
松
枯
れ
藤
か 

 
 
 

れ
る
な
ぞ
と
言
う
の
で
あ
る
。
法
華
経
の
仏
と
は
、
寿
命
無
量
常
住
不
滅
の
仏
で
あ
り
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
常
に 

 
 
 

住
し
て
法
を
説
く
、
不
滅
の
仏
で
あ
る
。
法
華
経
に
は
「
こ
の
法
法
位
に
住
し
て
、
世
間
の
相
常
住
な
り
」
と
あ 

 
 

る
。
禅
宗
は
仏
を
滅
度
し
た
と
み
る
、
外
道
の
無
に
見
い
だ
す
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
切
経
を
習
う
も 

 
 
 

の
は
、
犬
の
雷
を
か
む
が
ご
と
し
、
猿
の
月
影
を
と
る
に
に
た
り
な
ぞ
言
う
の
で
あ
る
。
而
し
て
禅
僧
等
が
、
天 

 
 
 

魔
の
言
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
、
今
鎌
倉
で
は
武
士
の
間
に
禅
が
流
行
し
て
お
る
と
言
う
が
、
そ
の
実
体
を
卒
直
に
話 

 
 
 

し
て
み
る
と
、
禅
宗
の
禅
を
、

褌
ふ
ん
ど
し

と
よ
ん
で
、
ふ
ん
ど
し
宗
と
考
え
て
お
る
輩
が
大
勢
お
る
わ…

…

」 

 

思
わ
ず
わ
あ
っ
と
言
う
笑
い
声
が
、
塚
原
の
山
野
を
動
か
し
、
代
官
職
の
六
郎
左
衛
門
兄
弟
す
ら
、
い
か
め
し 

 
 
 

い
顔
を
忘
れ
て
笑
い
出
す
し
ま
つ
で
あ
っ
た
。 

 

す
る
と
、
聴
衆
か
ら
野
次
が
は
い
っ
た
。 

「
禅
僧
の
高
僧
達
が
本
来
無
一
物
な
ぞ
と
、
教
え
る
の
で
、
裸
体
に
な
っ
て
修
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
考
え
た 

 
 
 

り
し
て
お
る
が
、
ど
う
し
て
も
無
一
物
に
な
れ
な
い
で
、
こ
ま
る
も
の
が
、
で
ん
と
つ
い
て
お
る
ん
で
大
弱
り
の 

 
 
 

態
と
い
う
処
だ
」 

 

わ
あ
っ
と
い
う
、
前
に
も
ま
し
た
笑
い
声
が
お
こ
っ
た
。 
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「
そ
う
だ
、
そ
う
だ
、
そ
の
一
物
が
と
れ
た
ら
、
た
い
し
た
悟
り
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
名
僧
智
識
で
も
、
こ 

 
 
 

れ
だ
け
は
御
勘
弁
下
さ
い
の
大
切
な
珍
宝
だ…

…

」 

 

笑
い
声
が
ま
た
わ
あ
っ
と
あ
が
っ
た
。
大
聖
人
は
言
葉
を
つ
づ
け
た
。 

「…
…

或
い
は
ま
た
、
禅
の
宇
を
単
衣
即
ち
ひ
と
え
も
の
と
よ
ん
で
、
厳
寒
に
も
、
着
物
を
き
ず
に
ふ
る
え
て 

 
 
 
 

お
る
の
が
禅
宗
だ
と
考
え
て
お
る
の
が
た
ん
と
あ
る
の
も
気
の
毒
だ
、
𫞇
八
の
摂
心
（
註
二
）
に
い
っ
て
み
よ
、 

 
 
 

単
衣
も
の
を
着
て
、
松
樹
の
上
で
ふ
る
え
て
お
る
の
が
禅
宗
だ
と
思
っ
て
お
る
の
が
、
今
鎌
倉
で
流
行
の
武
士
の 

 
 
 

禅
宗
と
い
う
も
の
だ
。
天
魔
の
言
葉
の
み
い
り
し
か
と
は
、
こ
の
こ
と
を
言
う
の
だ
と
申
し
て
も
さ
し
つ
か
え
が 

 
 
 

な
い
わ…

…

」 

禅
宗
の
僧
侶
は
、
大
聖
人
の
言
葉
を
さ
え
ぎ
る
勇
気
を
失
っ
て
い
た
。 

  

「
真
言
の
僧
侶
、
真
観
、
出
羽
の
国
の
住
人
、
日
蓮
坊
に
問
う
、
御
坊
は
真
言
亡
国
と
い
う
が
、
由
来
天
子
真
言 

 
 
 

公
卿
天
台
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
、
天
子
の
帰
依
ふ
か
き
我
が
真
言
宗
を
ば
、
な
ん
の
証
拠
あ
っ
て
、
真
言
亡
国
と 

 
 
 

称
す
る
か
、
返
答
せ
ら
れ
よ
、
あ
れ
に
お
る
修
験
道
の
人
々
は
、
問
答
は
最
初
か
ら
無
益
の
こ
と
、
代
官
殿
が
言 

 
 
 

う
時
宗
殿
の
下
知
状
な
ぞ
も
、
こ
の
辺
国
佐
渡
で
は
、
通
用
す
る
も
の
か
、
斬
っ
て
す
て
よ
と
言
う
の
で
あ
る 

 
 
 

が
、
先
ず
、
先
ず
、
先
ず
と
拙
僧
が
と
り
な
し
て
の
問
答
、
心
し
て
御
返
答
を
受
け
賜
り
た
い…

…

」 



 

27 塚 原 問 答 
 

 

こ
の
声
を
き
く
と
、
三
、
四
十
人
の
修
験
道
の
連
中
が
、
一
勢
に
法
螺
貝
を
、
ぶ
う
っ
ぶ
う
っ
ぶ
う
っ
と
ふ
き 

 
 
 

始
め
た
の
で
、
そ
の
音
の
う
る
さ
い
こ
と…

…
 

「
法
螺
貝
を
や
め
い
、
法
螺
を
や
め
い
」 

 

六
郎
左
衛
門
の
家
来
達
が
、
法
螺
貝
に
ま
け
な
い
く
ら
い
の
大
声
で
ど
な
っ
た
の
だ
。 

「
法
螺
を
や
め
い
大
法
螺
を
や
め
い
、
調
子
の
よ
い
本
当
の
言
い
草
だ
」 

 

座
中
の
人
々
も
口
ず
さ
み
な
が
ら
笑
い
始
め
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
修
験
道
の
連
中
は
、
そ
ん
な
制
止
な
ぞ
の
声
に
は
、
と
ん
ち
ゃ
く
な
く
、
益
々
法
螺
貝
を
ふ
き
つ 

 
 
 

づ
け
る
の
で
あ
っ
た
。 

 

真
観
が
、
何
や
ら
念
珠
を
も
ん
で
さ
あ
っ
と
伸
し
、
さ
っ
と
と
じ
た
り
す
る
と
、
ぴ
た
り
と
そ
の
修
験
道
の
法 

 
 
 

螺
貝
は
や
ん
だ
。 

「
日
蓮
坊
、
只
今
の
法
螺
貝
は
、
せ
め
て
配
流
の
御
坊
と
問
答
す
る
拙
僧
の
法
の
た
む
け
じ
ゃ
。
汝
が
常
に
口
に 

 
 
 

す
る
法
華
経
の
序
品
に
「
大
法
螺
を
吹
い
て
大
法
鼓
を
う
つ
」
と
あ
る
で
は
な
い
か
、
さ
あ
さ
あ
、
真
言
亡
国
の 

 
 
 

現
証
を
出
さ
れ
よ
」 

「
真
観
房
と
か
、
言
わ
れ
た
な
あ
、
そ
の
真
言
亡
国
の
証
拠
は
、
御
房
そ
な
た
の
顔
を
南
に
む
け
て
み
ら
れ
る
が 

 
 
 

よ
い
、
そ
れ
で
充
分
に
わ
か
る
筈
じ
ゃ
」 

と
言
わ
れ
た
。 
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「…
…

」 
真
観
房
の
奴
、
全
く
そ
の
瞬
間
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
の
だ
か
ら
面
白
か
っ
た
。 

「
御
房
は
こ
の
佐
渡
の
国
に
は
、
始
め
て
ま
い
っ
た
の
で
す
か
」 

 

大
聖
人
は
や
さ
し
く
問
わ
れ
た
。 

「
勿
論
、
流
人
の
配
流
さ
れ
る
、
こ
の
い
ま
わ
し
き
佐
渡
の
島
に
、
な
ん
て
従
前
こ
よ
う
筈
が
あ
ろ
う
か
、
始
め 

 
 
 

て
じ
ゃ
、
真
言
を
亡
国
の
教
え
と
称
し
て
、
こ
の
佐
渡
島
に
な
が
さ
れ
た
、
貴
様
の
こ
と
を
き
き
、
斬
り
殺
す
前 

 
 

に
、
問
答
を
許
す
と
き
い
た
の
で
、
噫
呼
、
世
に
も
、
哀
れ
な
僧
侶
も
お
る
も
の
、
同
じ
仏
道
を
志
し
な
が
ら
、 

 
 
 

自
ら
、
配
流
の
身
を
恥
じ
よ
う
と
も
せ
ず
、
お
こ
が
ま
し
く
も
諸
宗
と
問
答
を
す
る
と
い
う
。
出
来
る
こ
と
な 

 
 
 

ら
、
真
言
秘
密
の
法
を
も
っ
て
、
汝
日
蓮
の
病
悩
を
救
わ
ん
も
の
を
と
思
っ
て
は
る
ば
る
と
、
出
羽
の
国
か
ら
、 

 
 
 

こ
の
佐
渡
の
国
に
、
始
め
て
来
島
い
た
し
た
ま
で
だ…

…

」 

「
始
め
て
こ
ら
れ
た
の
で
は
是
非
も
な
い
が
、
御
房
、
日
蓮
が
言
葉
を
き
い
て
南
の
方
を
む
い
て
、
懺
悔
滅
罪
の 

 
 
 

合
掌
を
な
さ
れ
よ
、
こ
こ
よ
り
北
方
黒
木
御
所
に
こ
そ
、
真
言
亡
国
の
現
証
が
ま
ざ
ま
ざ
と
あ
る
の
を
御
存
知
な 

 
 
 

い
の
か
」 

「
真
観
、
こ
の
佐
渡
の
島
に
は
、
始
め
て
じ
ゃ
、
今
御
房
の
言
う
如
く
、
本
当
に
亡
国
の
現
証
あ
る
な
ら
ば
、
こ 

 
 
 

の
真
観
、
真
言
を
す
て
て
も
よ
い
が
、
返
答
如
何
ん
で
は
、
そ
な
た
の
首
は
な
い
も
の
と
お
も
っ
て
も
ら
い
た 

 
 
 

い
」 
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「
人
皇
八
十
四
代
、
順
徳
天
皇
の
御
陵
は
い
ず
こ
に
あ
る
の
か
、
真
観
房
殿
は
忘
れ
た
も
の
と
み
え
る
。 

こ
の
佐
渡
国
の
配
流
の
生
活
二
十
二
年
に
し
て
、
何
故
順
徳
帝
は
こ
の
佐
渡
の
土
と
な
ら
れ
た
か
を
御
存
知
な 

 
 
 

い
と
み
え
る
。
今
を
去
る
五
十
三
年
の
承
久
三
年
に
、
何
故
、
三
上
皇
は
、
臣
下
よ
り
こ
の
島
に
遠
流
せ
ら
れ
た 

 
 
 

か
を
、
真
観
房
殿
は
考
え
た
こ
と
が
あ
る
か
。
こ
れ
ひ
と
え
に
真
言
の
邪
法
の
故
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
王
八
十 

 
 
 

二
代
隠
岐
の
法
皇
は
、
承
久
三
年
五
月
十
五
日
、
伊
賀
太
郎
判
官
光
季
を
討
っ
て
、
鎌
倉
の
北
条
義
時
を
打
つ
血 

 
 
 

祭
り
と
な
し
給
い
、
六
月
八
日
に
日
本
国
に
仏
法
渡
り
て
い
ま
だ
、
二
度
ま
で
は
行
な
わ
ぬ
と
い
う
、
十
五
壇
の 

 
 
 

真
言
の
秘
法
を
修
法
し
た
。
十
五
壇
の
法
と
は
、
一
宇
金
輪
、
四
天
王
、
不
動
、
大
威
徳
、
転
輪
、
如
意
輪
、
毘 

 
 
 

沙
門
、
愛
染
王
、
仏
眼
、
六
字
、
金
剛
童
子
、
尊
星
王
、
大
元
、
守
護
経
等
の
大
法
に
し
て
、
こ
の
法
の
目
的
と 

 
 
 

す
る
所
は
、
国
王
国
敵
と
な
る
も
の
を
降
伏
し
て
、
命
を
召
し
と
っ
て
そ
の
魂
を
、
密
厳
浄
土
へ
お
と
す
と
い
う 

 
 
 

法
で
あ
る
。
こ
れ
を
行
ず
る
人
は
、
天
台
の
座
主
慈
円
、
東
寺
御
室
、
三
井
の
常
住
院
の
僧
正
等
四
十
一
人
、
な 

 
 
 

ら
び
に
伴
僧
等
は
三
百
人
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
ど
う
か
大
願
成
就
の
七
日
目
の
六
月
十
四
日
に
、
関
東
の
軍
勢 

 
 

は
、
宇
治
勢
多
を
押
し
渡
っ
て
京
に
入
り
、
三
人
の
帝
王
は
生
け
ど
り
と
な
り
、
宮
中
に
火
を
放
た
れ
て
九
重

こ
こ
の
え

は 
 
 
 

灰
燼
と
な
り
、
三
帝
は
三
国
に
流
罪
と
決
定
し
た
。
そ
の
一
帝
は
、
こ
の
佐
渡
の
島
に
相
果
て
申
し
た
で
は
な
い 

 
 

か
、
こ
れ
す
べ
て
真
言
十
五
壇
の
秘
法
の
と
が
に
よ
る
も
の
で
あ
る…

…

」 

 

こ
の
事
実
に
抗
弁
す
る
人
は
一
人
も
な
く
、
大
聖
人
の
声
は
、
塚
原
の
大
庭
を
圧
し
て
な
お
も
つ
づ
く
の
で
あ 

 
 
 

っ
た
。 
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（
註
一
） 

松
枯
れ
藤
枯
る
云
々
。
松
を
釈
尊
に
藤
は
経
文
に
た
と
え
る
。
釈
迦
が
死
ん
だ
と
言
う
こ
と
に
こ
だ 

 

わ
る
、
小
乗
の
教 

（
註
二
）  

𫞇
八
の
摂
心
ー
十
二
月
八
日
を
言
う
、
釈
尊
の
成
道
し
た
日
で
、
一
日
か
ら
八
日
間
、
摂
心
即
ち
坐 

 
禅
を
昼
夜
屋
外
に
て
く
み
、
八
日
の
暁
方
出
山
の
釈
迦
像
の
前
に
大
悲
呪
を
誦
す
る
。 

三 

 

承
久
の
乱
の
歴
史
的
事
実
を
あ
げ
て
の
、
真
言
破
折
に
は
、
真
観
も
口
の
き
き
よ
う
が
な
か
っ
た
。 

 

だ
が
、
真
観
は
口
を
ふ
さ
が
な
か
っ
た
。 

「
日
蓮
坊
、
承
久
の
乱
の
事
実
は
肯
定
し
よ
う
、
だ
が
、
す
べ
て
戦
さ
は
時
の
運
と
い
う
も
の
、
た
と
え
五
戒
十 

 
 
 

善
の
君
と
仰
が
れ
る
帝
王
た
り
と
い
え
ど
も
、
い
く
さ
は
、
い
く
さ
だ
。
勝
敗
は
時
の
運
に
し
た
が
う
の
外
は
な 

 
 

い
。
い
く
さ
な
ぞ
は
帝
王
の
起
こ
す
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
側
近
の
輩
が
企
て
る
も
の
で
あ
る
。
帝
王
は
雲
の 

 
 
 

上
に
あ
っ
て
「
大
君
は
神
に
し
あ
ら
ば
、
い
か
す
も
の
雲
の
上
に
庵
ま
す
か
な
」
と
万
葉
の
昔
か
ら
あ
る
。
俗
事 

 
 
 

に
か
か
わ
る
が
故
に
、
そ
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
な
ん
で
、
真
言
の
秘
法
を
き
ず
つ
け 

 
 
 

よ
う
か
。
そ
も
そ
も
真
言
に
て
仰
ぐ
所
の
大
日
如
来
と
は
、
マ
カ
ビ
ル
シ
ャ
ナ
と
い
い
、
マ
カ
と
は
日
本
語
で
大 

 
 
 

を
意
味
し
ビ
ル
シ
ャ
ナ
と
は
日
の
別
名
な
れ
ば
、
大
日
と
訳
す
。
或
い
は
別
名
に
ビ
ル
シ
ナ
と
は
光
明
遍
照
の
義 
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で
、
遍
照

へ
ん
し
ょ
う

如
来
と
も
称
す
。
日
蓮
坊
、
こ
の
塚
原
の
山
野
の
杉
木
立
。
松
の
大
木
を
み
よ
、
す
べ
て
こ
れ
、
日
の 

 
 
 

当
た
る
裏
側
に
は
影
が
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
汝
が
座
せ
る
、
筵
の
上
に
は
、
汝
の
影
が
あ
る
、
今
我
が
、
真
言 

 
 
 

に
て
言
う
所
の
大
日
と
は
、
そ
の
よ
う
な
影
の
あ
る
所
の
日
で
は
な
い
。
外
を
照
ら
せ
ば
、
内
に
及
ば
ず
と
い
う 

 
 
 

日
で
は
な
い
、
我
が
仰
ぐ
太
陽
は
、
唯
昼
あ
り
て
夜
は
と
も
さ
ず
、
斯
く
の
如
き
も
の
は
劣
に
し
て
、
大
日
如
来 

 
 
 

の
日
光
は
、
一
切
に
あ
ま
ね
い
て
、
内
外
昼
夜
の
別
は
な
い
、
故
に
最
高
顕
最
広
眼
蔵
如
来
と
号
す
る
の
で
あ 

 
 
 
 

る…
…

」 

 

真
観
が
、
大
日
如
来
の
功
徳
の
話
を
つ
づ
け
て
お
る
と
、
大
聖
人
の
声
が
、
そ
れ
を
と
ど
め
た
。 

「
真
観
殿
、
真
観
殿
、
日
蓮
は
も
と
も
と
真
言
宗
の
僧
と
し
て
、
出
家
得
度
い
た
し
た
も
の
、
そ
の
よ
う
な
こ
と 

 
 
 

は
充
分
存
知
し
て
お
り
ま
す
。
で
は
、
真
観
殿
に
伺
う
が
、
大
日
如
来
の
御
両
親
は
、
ど
う
言
う
お
方
で
、
な
ん 

 
 
 

と
い
う
御
名
前
で
し
ょ
う
か
、
一
つ
お
き
か
せ
を
願
い
た
い…

…

」 

「
大
日
如
来
の
御
両
親
の
姓
名
と
は…

…

」 

「
左
様
、
伺
い
た
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
い
で
に
、
御
両
親
が
わ
か
れ
ば
、
生
れ
た
処
も
伺
い
た
い
も
の
で 

 
 
 

ご
ざ
い
ま
す
」 

「
生
れ
た
処…

…

」 

「
さ
よ
う
、
そ
し
て
生
れ
た
処
が
わ
か
れ
ば
、
死
ん
だ
処
も
伺
い
た
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
汝
日
蓮
、
汝
は
自
分
の
口
か
ら
、
た
っ
た
の
今
、
自
分
も
真
言
宗
の
僧
と
し
て
出
家
さ
れ
た
と
言
わ
れ
た
で
は 
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な
い
か
、
真
言
宗
の
僧
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
と
っ
く
に
承
知
の
筈
で
あ
る
、
馬
鹿
馬
鹿
し
い…

…

」 
「
真
観
房
殿
、
日
蓮
は
、
た
し
か
に
、
大
日
如
来
の
父
母
右
、
生
ぜ
し
所
も
死
ん
だ
所
も
、
全
く
知
り
ま
せ
ん
、 

 
 
 

是
非
是
非
御
教
示
を
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
」 

「
日
蓮
坊
、
汝
は
諸
宗
を
悪
罵
破
折
す
る
の
僧
と
言
う
か
ら
、
少
し
は
経
文
を
学
ん
だ
か
と
思
っ
た
ら
、
み
る 

 
 
 

と
、
き
く
と
は
大
違
い
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
大
日
如
来
の
父
母
生
死
を
問
う
と
は
、
た
だ
、
驚
き
い
っ
た
俗
物 

 
 

だ
、
そ
も
そ
も
大
日
如
来
は
無
始
無
終
の
色
心
に
し
て
、
な
ん
で
父
母
両
親
や
生
死
の
場
所
な
ぞ
あ
ろ
う
か
、
よ 

 
 
 

く
考
え
て
も
み
よ…

…

」 

「
こ
れ
は
驚
く
こ
と
を
き
く
も
の
か
な
、
な
に
も
大
日
如
来
に
か
ぎ
ら
ず
、
我
等
一
切
衆
生
も
、
蟻
も
蚊
も
、
お 

 
 
 

け
ら
も
あ
ぶ
も
、
み
な
無
始
無
終
の
色
心
で
あ
る
、
衆
生
に
お
い
て
、
有
始
有
終
と
思
う
は
外
道
の
僻
見
と
言
う 

 
 
 

も
の
で
あ
る
。
大
日
如
来
の
父
母
生
死
の
場
所
は
如
何
か
と
伺
っ
て
お
る
の
で
、
法
身
論
を
伺
っ
て
お
る
の
で
は 

 
 
 

あ
り
ま
せ
ん
ぞ
」 

 

意
表
を
つ
か
れ
た
大
聖
人
の
質
問
に
、
真
観
も
さ
す
が
に
口
を
つ
ぐ
ん
だ
。
塚
原
の
大
庭
の
群
衆
も
ざ
わ
ざ
わ 

 
 

と
、
風
に
う
ご
く
、
雑
草
の
如
く
、
う
ご
き
始
め
て
い
た
。 

「
真
観
殿
、
御
返
答
な
け
れ
ば
、
日
蓮
、
更
に
伺
い
た
い
こ
と
が
あ
る
」 

 

大
聖
人
は
、
真
観
を
更
に
追
求
し
た
。
大
勢
の
人
数
の
中
に
す
わ
り
こ
ん
で
、
身
を
か
く
そ
う
と
し
た
真
観 

 
 
 

は
、
そ
れ
も
出
来
ず
、
唖
然
と
し
た
よ
う
な
姿
で
、
つ
っ
た
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。 
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「
大
日
如
来
は
如
何
な
る
仏
説
に
あ
る
か
を
問
い
も
う
そ
う…

…

」 

 
こ
の
質
問
を
き
く
と
、
硬
直
し
た
、
真
観
の
顔
が
、
に
わ
か
に
笑
顔
に
な
っ
て
、
早
速
に
返
答
し
た
。 

「
今
更
、
日
蓮
坊
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
質
問
す
る
と
は
ち
と
解
せ
ぬ
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
塚
原
の
大
庭
に 

 
 
 

あ
つ
ま
っ
た
、
諸
宗
の
人
々
に
、
教
え
る
つ
も
り
で
答
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
大
日
経
と
は
、
つ
ぶ
さ
に
言
う
時 

 
 
 

は
、
大
ビ
ル
シ
ャ
ナ
成
仏
神
変
加
持
経
と
称
し
て
、
全
七
巻
あ
っ
て
、
大
日
如
来
の
説
法
を
金
剛
薩
埵

こ
ん
ご
う
さ
つ
た

の
結
集
せ 

 
 
 

る
も
の
に
て
、
永
く
南
天
竺
の
鉄
塔
中
に
お
さ
め
ら
れ
し
を
竜
妙
菩
薩
こ
れ
を
流
布
せ
り
と
も
、
一
説
に
は
北
天 

 
 
 

竺
の
石
室
に
蔵
せ
ら
れ
し
を
、
大
猿
が
弘
伝
し
た
と
も
称
す
る…

…

」 

「
真
観
坊
ど
の
、
そ
れ
ほ
ど
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
大
日
経
は
、
そ
も
そ
も
ど
な
た
が
と
か
れ
た
の
か
伺
い
た
い
」 

「
さ
れ
ば
、
大
日
如
来
が
、
説
か
れ
た
と
申
し
た
で
は
な
い
か…

…

」 

「
さ
れ
ば
、
そ
の
大
日
如
来
が
お
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
は
、
ど
な
た
が
、
言
わ
れ
た
か
と
、
こ
の
日
蓮
は
伺
っ
て 

 
 
 

お
る
の
で
す
ぞ
」 

 

真
観
坊
は
、
さ
す
が
に
口
を
つ
む
っ
た
。 

「
大
日
如
来
が
お
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
を
説
か
れ
た
大
日
経
は
、
釈
尊
が
と
か
れ
た
お
経
で
は
な
か
っ
た
か
。
大 

 
 
 

日
経
に
は
、
我
昔
道
場
に
坐
し
て
こ
れ
を
と
く
と
あ
る
、
我
と
は
勿
論
、
釈
迦
牟
尼
仏
た
る
こ
と
は
明
白
で
あ 

 
 
 

る
。
さ
れ
ば
、
大
日
経
は
新
訳
の
経
に
し
て
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
御
時
、
開
元
四
年
に
、
天
竺
の
善ぜ

ん

無む

畏い

三
蔵
が
支 

 
 
 

那
に
も
っ
て
こ
ら
れ
た
経
で
あ
り
、
法
華
経
は
そ
れ
よ
り
三
百
年
前
の
後ご

秦し
ん

の
時
代
に
羅
什
三
蔵
が
支
那
に
も
っ 
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て
こ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
法
華
経
が
支
那
に
渡
っ
て
か
ら
後
百
余
年
を
へ
て
、
天
台
大
師
は
五
時
四
教
を
た
て 

 
 

て
、
従
来
、
五
百
余
年
の
仏
教
の
学
者
の
教
相
を
破
り
、
一
念
三
千
の
法
門
を
さ
と
っ
て
、
法
華
経
の
道
理
を 

 
 
 
 

た
て
た
の
で
あ
る
。
真
言
宗
の
名
は
印
度
に
は
な
い
も
の
を
、
善
無
畏
が
支
那
に
て
、
勝
手
に
真
言
宗
と
称
し
た 

 
 
 

と
思
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
善
無
畏
は
、
法
華
経
と
大
日
経
と
の
勝
劣
を
判
じ
て
、
大
日
経
は
法
華
経
よ
り 

 
 
 

す
ぐ
れ
た
り
と
勝
手
に
た
て
た
の
で
あ
る
。
何
故
か
と
言
う
に
、
印
と
真
言
と
が
な
い
故
に
法
華
経
は
劣
れ
り
と 

 
 
 

た
て
た
。
お
よ
そ
こ
れ
程
、
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
そ
れ
、
真
観
殿
、
お
手
前
は
、
今
盛
ん 

 
 
 

に
、
そ
の
法
衣

こ

ろ

も

の
袖そ

で

の
裏
で
、
印
を
結
ん
で
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
日
蓮
は
こ
の
通
り
、
問
答
つ
か
ま
つ
っ
て
、
一 

 
 
 

向
に
痛
痒

つ
う
よ
う

を
感
じ
ぬ
で
は
な
い
か…

…

」 

 

み
や
ぶ
ら
れ
た
か
と
、
真
観
は
さ
す
が
に
赤
面
し
た
が
、
も
は
や
、
大
衆
の
中
に
立
っ
て
問
答
を
す
る
勇
気
も 

 
 
 

な
く
な
っ
た
と
み
え
て
、
く
ず
れ
る
よ
う
に
す
わ
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
も
哀
れ
で
あ
っ
た
。
大
聖
人
の
声
は
、 

 
 

三
、
四
百
人
の
人
が
お
る
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
、
静
け
さ
の
中
で
つ
づ
い
た
。 

「
印
と
申
す
は
手
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
手
が
仏
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
な
ん
の
役
に
た
と
う
か
、
真
言
と
言
う
の 

 
 
 

は
口
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
口
が
仏
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
真
言
は
な
ん
の
役
に
た
つ
こ
と
が
出
来
よ
う 

 
 
 
 

か
、
印
と
真
言
と
を
役
立
て
よ
う
と
思
え
ば
、
先
ず
、
仏
に
な
る
べ
き
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な 

 
 

い
。
無
量
却

む
り
ょ
う
こ
う

千
二
百
余
仏
の
、
印
と
真
言
を
行
じ
て
も
、
仏
に
は
な
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
は
な
い
、
然
る 

 
 
 

に
、
法
華
経
に
は
、
二
乗
作
仏
久
遠
実
成

に
じ
ょ
う
さ
ぶ
つ
く
お
ん
じ
つ
じ
ょ
う

（
註
一
）
と
申
す
法
門
か
あ
っ
て
、
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年
の
経
々 
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に
は
、
二
乗
は
敗
種

は
い
し
ゅ

の
人
と
き
ら
わ
れ
て
お
る
が
、
法
華
経
に
て
は
こ
れ
を
破
し
て
二
乗
の
作
仏
を
の
べ
て
お
る
。 

 
 

法
華
経
に
は
も
う
一
つ
、
久
遠
実
成
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
釈
尊
の
始
成
正
覚
（
註
二
）
を
打
ち
破
っ
て
、
久 

 
 
 

遠
の
本
地
を
開
顕
せ
ら
れ
て
お
る
、
二
乗
作
仏
久
遠
実
成
と
、
印
と
真
言
と
を
な
ら
べ
て
比
較
す
る
な
れ
ば
、
天 

 
 
 

地
の
勝
劣
と
申
さ
れ
ば
な
ら
な
い
。
久
遠
実
成
こ
そ
、
全
仏
教
の
根
本
中
心
の
法
門
で
あ
っ
て
、
法
華
経
以
外
に 

 
 
 

は
成
仏
を
談
ず
る
の
経
文
は
な
い
。
故
に
、
釈
尊
も
法
華
経
の
開
経
た
る
、
無
量
義
経
に
お
い
で
、
四
十
余
年 

 
 
 
 

に
は
未
だ
真
実
を
あ
ら
わ
さ
ず
と
言
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
弘
法
大
師
は
去
る
、
弘
仁
十
四
年
正
月 

 
 
 

十
九
日
に
、
真
言
第
一
、
華
厳
第
二
、
法
華
第
三
、
法
華
経
は
戯
論
の
法
、
無
明
の
辺
域
（
註
三
）
天
台
宗
は
盗
人 

 
 

な
り
な
ん
ど
申
す
書
を
、
嵯
峨
皇
帝
に
申
し
奉
っ
て
、
倶
舎
、
成
実
、
法
相
、
三
論
、
華
厳
、
律
、
天
台
の
七
宗 

 
 
 

は
方
便
の
教
で
あ
り
、
真
言
宗
こ
そ
真
実
な
り
と
帝
王
に
申
し
あ
げ
た
。
そ
の
功
に
よ
っ
て
、
嵯
峨
天
皇
よ
り
、 

 
 
 

空
海
は
東
寺
を
賜
わ
り
、
天
皇
は
空
海
よ
り
灌
頂
を
受
け
て
お
る
で
は
な
い
か…

…

」 

 

さ
あ
さ
あ
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
。
真
言
宗
以
外
の
律
、
華
厳
、
天
台
、
等
々
の
宗
々
の
僧
侶
は
、 

「
わ
あ
わ
あ
」
と
い
う
、
ど
よ
め
き
を
表
わ
し
た
。 

「
本
当
の
こ
と
か…

…

」 

「
で
た
ら
め
だ
」 

「
我
々
が
、
合
同
を
し
て
、
日
蓮
を
破
ぶ
ら
ん
と
す
る
作
戦
を
み
ぬ
い
た
日
蓮
坊
主
が
、
奸
策

か
ん
さ
く

だ
、
騒
ぐ
で
は
な 

 
 

い
。
日
蓮
の
作
戦
に
の
っ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
、
し
ず
ま
れ
、
し
ず
ま
れ
」 



 

36 
 

と
大
入
道
の
坊
主
が
立
ち
上
っ
て
ど
な
っ
た
。
大
入
道
が
叫
ん
で
る
時
に
、
僧
侶
で
は
な
い
俗
人
が
立
ち
上
っ
て 

 
 
 

叫
び
つ
づ
け
た
。 

「…
…

だ
が
然
し
、
弘
仁
十
四
年
正
月
嵯
峨
帝
よ
り
我
が
祖
弘
法
大
師
が
、
東
寺
を
賜
り
、
皇
帝
自
か
ら
灌
頂
を
う 

 
 

け
た
の
は
、
歴
史
に
現
わ
れ
た
事
実
で
は
な
い
か
、
歴
史
の
事
実
は
、
誰
が
な
ん
と
言
っ
て
も
否
定
す
る
こ
と
は 

 
 
 

出
来
ぬ
、
日
蓮
坊
主
が
い
っ
た
こ
と
は
本
当
だ
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
我
が
祖
、
弘
法
大
師
は
滅
後
八
十
七
年
に
し
て
、 

 
 

弘
法
大
師
と
帝
王
よ
り
お
く
ら
れ
た
、
日
本
に
お
け
る
大
師
号
の
第
一
番
者
だ
、
だ
か
ら
こ
そ
、
大
師
と
言
え 

 
 
 

ば
、
弘
法
大
師
を
さ
す
く
ら
い
の
尊
い
お
方
で
あ
る
。
た
だ
、
日
蓮
が
嵯
峨
帝
を
だ
ま
し
た
よ
う
な
こ
と
を
言
う 

 
 
 

た
の
は
、
実
も
っ
て
け
し
か
ら
ん
が
、
わ
が
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
真
言
宗
以
外
の
七
宗
と
、
そ
れ
を
加
え
て
、
近 

 
 
 

頃
流
行
の
念
仏
宗
な
ぞ
は
、
全
く
話
に
な
ら
ぬ
、
御
宗
旨
だ
と
断
言
し
て
か
ま
う
も
ん
か
」 

 

叫
ぶ
と
、
そ
の
俗
人
は
早
速
に
人
な
か
に
身
を
か
く
し
て
し
ま
っ
た
。
怒
っ
た
の
は
、
念
仏
宗
の
連
中
で
あ
っ 

 
 

た
。
七
宗
の
中
に
は
、
念
仏
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
み
た
こ
と
か
と
、
得
意
が
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、 

 
 
 

僧
侶
で
も
な
い
俗
人
に
、
念
仏
の
悪
口
を
言
わ
れ
た
の
だ
か
ら
だ
ま
っ
て
お
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。 

「
今
、
念
仏
の
悪
口
を
言
う
の
は
、
ど
い
つ
だ
、
何
処
に
、
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
、
出
て
こ
い
、
出
て
こ
ね
ば
こ
っ
ち
か
ら
、
さ

が
し
に
ゆ
く
ぞ
」 

と
二
十
名
ぐ
ら
い
の
念
仏
僧
が
、
勢
い
こ
ん
で
、
立
ち
上
り
、
彼
の
俗
人
の
、
ひ
そ
ん
だ
あ
た
り
を
さ
が
し
出
す 

 
 
 

と
い
う
騒
ぎ
が
起
っ
た
。 
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「
私
の
乱
暴
狼
籍
は
厳
と
し
て
許
す
こ
と
相
な
ら
ぬ
と
、
御
代
官
職
よ
り
御
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
ぞ
、
乱
暴
い
た 

 
 
 

し
た
も
の
は
、
問
答
の
敗
者
な
り
と
み
と
め
て
、
即
刻
こ
の
場
よ
り
、
御
退
場
を
願
い
ま
す
。
い
な
、
即
刻
退
散 

 
 
 

さ
し
て
み
せ
ま
す
ぞ
」 

 

退
散
さ
せ
る
と
言
う
の
だ
か
ら
、
塚
原
の
群
集
も
静
粛
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

 

し
か
し
、
大
聖
人
が
言
わ
れ
た
、
空
海
が
嵯
峨
天
皇
を
だ
ま
し
て
、
七
宗
よ
り
真
言
宗
が
す
ぐ
れ
た
り
と
断
言 

 
 
 

し
た
こ
の
言
葉
は
、
共
同
一
致
し
て
、
釈
尊
の
御
名
を
も
っ
て
大
聖
人
を
せ
め
よ
う
と
し
た
、
こ
の
塚
原
の
山
野 

 
 
 

に
あ
つ
ま
っ
た
、
邪
宗
群
の
歩
調
を
乱
す
の
に
は
十
分
に
役
立
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
っ
た
。 

 

質
問
が
一
寸
と
ぎ
れ
た
の
で
、
大
聖
人
は
自
ら
口
を
き
ら
れ
た
。 

「
各
々
方
、
暫
く
日
蓮
の
言
葉
に
耳
を
傾
む
け
て
い
た
だ
き
た
い
。
叡
山
に
総
持
院
を
建
立
し
て
、
第
三
の
座
主 

 
 
 

と
な
っ
た
慈
覚
大
師
は
、
法
華
経
と
大
日
経
と
の
勝
劣
を
判
ず
る
た
め
に
、
七
日
七
夜
、
堂
に
こ
も
っ
て
、
い
ず 

 
 
 

れ
が
、
仏
智
に
か
な
う
や
、
否
や
を
祈
願
し
た
と
こ
ろ
、
五
日
目
の
五
更
（
現
今
の
午
前
四
時
よ
り
六
時
迄
の 

 
 
 

間
）
に
、
日
輪
を
射
て
動
転
せ
し
む
と
の
夢
を
み
て
、
大
日
経
こ
そ
仏
智
に
従
う
の
経
文
な
り
と
確
信
し
て
こ
れ 

 
 
 

を
弘
む
と
言
う
の
で
あ
る
。
よ
う
く
日
蓮
の
言
か
れ
る
所
に
耳
を
か
た
む
け
て
貰
い
た
い
、
お
よ
そ
、
内
典
五
千 

 
 
 

七
千
外
典
三
千
余
巻
に
、
日
輪
を
射
る
と
ゆ
め
に
み
て
吉
夢
と
な
す
こ
と
は
何
処
に
も
な
い
。
我
が
日
の
本
の
国 
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に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
も
っ
と
も
忌
む
べ
き
夢
で
あ
る
。
神
を
ば
天
照
と
い
い
国
を
ば
日
本
と
い
う
。
又
教
主
釈 

 
 
 

尊
の
母
は
、
日
を
は
ら
む
と
夢
み
て
釈
尊
を
生
ん
だ
が
故
に
、
教
主
釈
尊
を
日
種
と
も
申
す
別
名
も
あ
る
。
殷
の 

 
 
 

紂
王
は
日
天
を
的
に
し
て
身
を
亡
し
、
神
武
天
皇
の
御
時
、
ど
み
の
お
さ
と
、
い
つ
せ
の

命
み
こ
と

と
合
戦
の
さ
い
、 

 
 
 
 

命
の
手
に
矢
が
た
つ
、

命
み
こ
と

の
云
く
、
我
は
こ
れ
日ひ

の

天か
み

の
子
孫
な
り
、
日
に
向
っ
て
弓
を
ひ
く
、
故
に
我
が
軍
に
利 

 
 
 

あ
ら
ず
と
言
わ
れ
、
次
ぎ
に
は
、
日
を
背
に
し
て
合
戦
せ
ら
れ
た
故
事
が
あ
る
。
故
に
大
日
経
の
仏
智
に
か
な
わ 

 
 
 

ざ
る
こ
と
は
、
慈
覚
の
夢
を
み
て
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
真
言
亡
国
の
現
証
は
先
刻
の
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、 

 
 
 

真
言
が
、
何
故
亡
国
の
教
え
で
あ
る
か
は
、
教
理
文
証
を
も
っ
て
答
え
た
が
、
ま
だ
ま
だ
不
信
の
由
あ
ら
ば
な
ん 

 
 
 

な
り
と
問
う
て
み
ら
れ
た
ら
よ
い
、
決
し
て
返
答
を
惜
し
む
も
の
で
は
少
し
も
な
い
ぞ
」 

「
印
性
房
と
い
う
も
の
だ
が
、
日
蓮
坊
、
貴
公
六
即
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
か
」 

 

ぽ
つ
ん
と
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
、
大
聖
人
に
問
う
も
の
が
出
て
き
た
。 

「
六
即
を
貴
公
問
わ
れ
る
か
」 

「
左
様
、
六
即
と
は
い
ず
れ
の
経
文
に
あ
る
か
、
そ
の
出
所
を
問
う
て
お
る
の
だ
」 

 

大
聖
人
は
、
印
性
房
の
質
問
を
き
く
と
、 

「
わ
あ
っ
は
っ
は
っ…

…
…
…

」 

と
六
尺
三
寸
の
体
躯
を
ふ
る
わ
せ
て
大
笑
い
に
笑
う
の
で
あ
っ
た
。 

 

印
性
坊
は
怒
っ
た
口
調
で
つ
づ
け
た
。 
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「
日
蓮
坊
わ
し
の
質
問
が
、
何
故
お
か
し
い
。
そ
の
カ
ン
ラ
カ
ン
ラ
の
に
せ
豪
傑
僧
の
笑
い
声
な
ぞ
に
こ
の
印
性 

 
 
 

房
が
、
ご
ま
か
せ
る
と
で
も
思
っ
て
お
る
の
か
」 

「
い
や
い
や
、
こ
れ
は
失
礼
し
た
。
本
気
で
御
質
問
の
模
様
な
の
で
、
失
笑
し
た
の
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 
 
 

六
即
と
は
、
経
文
に
は
な
い
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
ぞ
」 

「
な
に
、
経
文
に
は
な
い
、
そ
ん
な
不
都
合
な
こ
と
が
あ
ろ
う
筈
が
な
い
。
曇
鸞
、
道
緯
、
善
導
、
法
然
等
々
の 

 
 
 

諸
上
人
が
、
度
々
言
わ
れ
て
お
る
言
葉
で
あ
る
、
又
そ
の
配
立
を
伺
い
た
い
も
の
で
ご
ざ
る
」 

 

あ
さ
は
か
な
印
性
房
は
、
次
ぎ
の
大
聖
人
さ
ま
の
返
答
も
知
ら
ず
、
問
答
に
最
早
勝
っ
た
よ
う
な
豪
然
た
る
態 

 
 
 

度
に
変
っ
て
、
周
囲
の
僧
侶
を
見
廻
わ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

「
い
く
た
び
問
わ
れ
よ
う
が
、
六
即
の
配
立
（
註
四
）
は
阿
弥
陀
経
に
も
、
六
万
巻
の
経
文
に
も
、
印
性
房
な
い 

 
 
 

の
じ
ゃ
、
な
い
の
じ
ゃ
、
分
っ
た
か
」 

「
で
も
、
鸞
綽
導
然
の
諸
上
人
は
度
々

た
び
た
び…

…
…

」 

「
度
々
引
用
せ
ら
れ
よ
う
と
も
な
い
と
い
う
た
ら
な
い
の
だ
。
実
は
な
あ
、
六
即
と
は
天
台
大
師
が
言
い
出
さ
れ 

 
 
 

た
言
葉
だ
か
ら
、
経
文
に
は
な
い
と
言
う
の
だ
、
天
台
大
師
が
は
じ
め
て
法
華
経
の
円
位
か
ら
、
建
立
し
た
修
行 

 
 
 

の
次
第
と
い
う
の
が
六
即
だ
、
わ
か
っ
た
か
な
あ
」 

「
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
法
然
等
々
の
諸
上
人
が
、
所
立
で
は
な
い
と
申
し
て
も
、
そ
の
義
を
常
に
引
用
せ
ら
れ 

 
 
 

て
お
る
な
ら
ば
、
立
て
た
も
同
然
で
は
な
い
か…

…

」 
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「
左
様
か
な
あ
、
日
蓮
は
、
昨
年
の
十
一
月
よ
り
、
こ
の
佐
渡
の
島
に
な
が
さ
れ
て
お
る
故
、
六
即
が
阿
弥
陀
経 

 
 
 

に
立
つ
る
所
の
法
門
と
変
っ
た
こ
と
は
知
り
申
さ
な
か
っ
た
な
あ
、
こ
れ
も
、
都
を
は
な
れ
て
の
流
罪
の
身
故
の 

 
 
 

悲
し
さ
で
あ
ろ
う
か
、
天
台
大
師
も
御
自
分
が
初
め
て
建
立
さ
れ
た
六
即
の
法
門
を
阿
弥
陀
経
に
と
ら
れ
申
さ
れ 

 
 
 

た
か
、
い
や
は
や
で
ご
ざ
る…

…

」 

 

大
聖
人
の
呵
々
大
笑
は
満
座
を
圧
し
て
、
何
人

な
ん
ぴ
と

の
口
も
ひ
ら
か
な
か
っ
た
。 

  

「
法
華
経
の
三
の
巻
迄
に
、
女
と
い
う
字
、
い
く
つ
あ
り
や
、
日
蓮
房
答
え
て
み
よ
」 

 

こ
れ
は
ま
た
変
っ
た
質
間
で
、
し
か
も
男
で
は
な
く
て
尼
僧
で
あ
っ
た
。
顔
面
を
蒼
白
に
し
て
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ 

 
 
 

ク
な
声
で
問
う
の
で
あ
っ
た
。 

「
一
つ
」 

 

大
聖
人
は
答
え
た
。 

「
何
処
に
あ
り
や
」 

「
化
城
諭
品
第
七
に
「
男
女
皆
充
満
せ
り
」
と
あ
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
」 

「
た
っ
た
一
字
し
か
な
い
の
か
」 

「
左
様
三
の
巻
迄
と
言
わ
れ
た
か
ら
一
つ
と
答
え
た
が
、
女
人
成
仏
を
説
か
れ
た
、
提
婆
品
に
は
十
三
あ
り
、
開 
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経
た
る
、
無
量
義
経
に
は
十
四
文
字
あ
る
。
汝
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
こ
の
日
蓮
に
問
う
て
、
何
ん
の
必
要
が 

 
 
 

あ
ろ
う
か
、
恐
ら
く
、
汝
は
た
っ
た
今
、
日
蓮
に
問
を
発
し
た
印
性
房
が
、
か
く
し
妻
で
あ
ろ
う
が
、
日
蓮
た
し 

 
 
 

か
に
、
そ
の
証
拠
を
汝
の
如
是
相
に
み
た
」 

 

か
く
言
わ
れ
た
尼
僧
は
、
蒼
白
の
面
を
急
に
真
赤
に
す
る
と
、
頭
巾
を
も
っ
て
、
面
を
か
く
す
が
早
い
か
、
女 

 
 
 

の
脚
と
は
思
え
ぬ
程
の
早
さ
で
、
塚
原
の
大
庭
か
ら
逃
げ
だ
し
て
い
っ
た
。 

「
み
た
か
、
印
性
房
の
だ
い
こ
く
を
」 

「
み
た
み
た
。
ま
じ
め
く
さ
っ
た
印
性
房
が
、
あ
ん
な
比
丘
尼
を
抱
い
て
お
っ
た
の
か
、
畜
生
」 

「
さ
す
が
は
印
性
房
の
妻
女
じ
ゃ
、
夫
の
敵
と
ば
か
り
に
、
日
蓮
坊
に
問
答
を
し
か
け
た
の
は
、
そ
こ
い
ら
の
、 

 
 
 

弥
次
馬
坊
主
と
は
、
信
心
が
違
う
は
、
み
あ
げ
た
も
の
じ
ゃ
、
ほ
め
て
よ
い
。
印
性
房
は
よ
い
妻
女
を
も
っ
た
も 

 
 
 

の
だ
」 

と
弁
護
す
る
も
の
、
弥
次
る
者
、
各
人
各
説
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ほ
め
ら
れ
た
、
印
性
房
は
と
さ
が
し
て
み
る 

 
 

と
、
そ
の
騒
ぎ
に
ま
ぎ
れ
て
、
こ
れ
も
塚
原
の
大
庭
か
ら
影
を
か
く
し
て
い
た
。 

「
印
性
房
が
お
ら
ん
ぞ
、
し
て
み
る
と
、
今
の
日
蓮
坊
主
の
言
葉
は
本
当
か
も
知
れ
な
い
ぞ
」 

「
仕
方
が
な
い
、
大
勢
あ
つ
ま
れ
ば
そ
ん
な
者
も
く
る
も
の
じ
ゃ
、
だ
が
、
日
蓮
、
汝
は
如
何
な
る
証
拠
を
も
っ 

 
 

て
、
そ
の
よ
う
な
人
身
攻
撃
を
し
た
の
か
伺
お
う
で
は
な
い
か
、
い
や
し
く
も
、
こ
こ
は
法
論
の
場
所
、
可
哀
想 

 
 
 

な
尼
僧
に
恥
を
か
か
す
と
は
、
慈
悲
も
な
い
処
置
で
は
な
い
か
」 
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「
彼
の
尼
僧
は
、
真
面
目
に
こ
の
日
蓮
に
問
答
を
し
か
け
た
の
で
は
な
い
こ
と
明
白
、
た
だ
、
印
性
房
の
仇
を
討 

 
 
 

つ
つ
も
り
に
て
、
日
蓮
に
問
答
を
し
か
け
た
も
の
じ
ゃ
、
さ
す
れ
ば
、
こ
れ
に
答
え
る
は
、
ま
こ
と
に
大お

と

人な

気げ

の
な 

 
 

い
こ
と
故
、
一
寸
、
言
い
あ
て
て
み
た
迄
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
昔
、
マ
ト
ー
バ
と
い
う
も
の
が
、
善
慧
と
い
う 

 
 
 

僧
侶
と
間
答
を
し
て
、
そ
の
問
答
に
ま
け
て
、
く
や
し
さ
の
余
り
に
七
日
目
に
死
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
マ
ト
ー
バ 

 
 
 

の
妻
は
そ
れ
を
く
や
し
が
っ
て
、
善
慧
に
問
答
を
し
か
け
た
が
、
忽
ち
に
マ
ト
ー
バ
の
妻
た
る
こ
と
を
み
や
ぶ
ら 

 
 
 

れ
て
こ
れ
又
一
問
に
し
て
負
け
た
と
あ
る
。
或
る
人
が
何
故
、
マ
ト
ー
バ
の
妻
と
、
わ
か
っ
た
か
と
善
慧
に
問
う 

 
 
 

た
時
、
善
慧
の
曰
く
「
そ
の
面
に
愁
色
あ
っ
て
、
哀
音
あ
り
故
に
マ
ト
ー
バ
の
妻
な
る
こ
と
を
知
る
と
あ
る
」
今 

 
 
 

日
蓮
も
、
彼
の
妻
女
の
如
是
相
を
僅
に
み
て
、
印
性
房
の
妻
た
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
無
益
の
問
答
を
し
て
、 

 
 
 

時
を
費
や
す
を
憂
い
て
申
し
た
迄
で…

…

あ
の
尼
僧
が
、
真
の
求
道
者
な
ら
ば
、
法
華
経
の
女
人
成
仏
を
き
か
せ 

 
 
 

て
や
り
た
か
っ
た
が
、
逃
げ
だ
し
た
と
は
、
自
ら
地
獄
の
道
に
走
り
さ
っ
た
も
同
様
で
あ
る
」 

「
女
人
成
仏
の
法
華
経
の
話
と
は
、
面
白
そ
う
だ
、
一
つ
や
っ
て
み
て
貰
い
た
い
も
の
だ
」 

 

こ
れ
は
先
夜
、
地
獄
に
い
っ
て
み
て
き
た
と
い
う
話
を
し
た
、
容
貌
怪
異
な
尼
僧
の
口
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
っ 

 
 

た
。
大
聖
人
は
心
や
す
く
質
問
を
受
け
る
と
、
静
か
に
の
べ
ら
れ
た
。 

「
一
切
の
川
の
ま
が
れ
る
が
如
く
、
女
人
の
心
は
曲
が
れ
り
と
か
、
女
人
は
地
獄
の
使
也
、
能
く
仏
の
種
子
を
断 

 
 
 

ず
と
か
、
諸
経
に
悪
口
さ
れ
て
お
る
が
、
た
だ
、
日
蓮
が
信
ず
る
法
華
経
の
み
は
、
女
人
の
成
仏
を
許
す
の
経
文 

 
 
 

で
あ
る
。 
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天
台
大
師
は
、
法
華
経
に
三
十
巻
の
註
を
つ
く
り
給
う
た
が
、
そ
の
第
七
の
巻
に
、
他
経
に
は
た
だ
、
男
に
記 

 
 
 
 

し
て
、
女
人
に
お
い
て
は
一
向
に
、
諸
経
に
お
い
て
叶
う
べ
か
ら
ず
と
書
か
れ
て
あ
る
。
即
ち
、
法
華
経
以
外 

 
 
 
 

の
経
に
お
い
て
は
、
女
人
は
成
仏
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
あ
る
。
普
賢
経
に
は
「
こ
の
大
乗
経
典
は
諸
仏
の 

 
 
 

宝
蔵
な
り
、
十
方
三
世
の
諸
仏
の
眼
目
な
り
、
三
世
の

諸
も
ろ
も
ろ

の
如
来
を
出
生
す
る
種
な
り
」
云
々
と
あ
っ
て
、
こ 

 
 
 
 

の
経
よ
り
外
は
、
す
べ
て
成
仏
の
こ
と
は
な
い
。
殊
更
、
女
人
成
仏
の
こ
と
は
こ
の
法
華
経
よ
り
外
に
更
に
ゆ
る 

 
 
 

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
銀
色
女
経
に
は
「
三
世
の
諸
仏
の
眼
は
、
大
地
に
堕
落
す
る
と
も
、
法
界
の
諸
の
女
人 

 
 
 

は
永
く
成
仏
の
時
な
し
」
と
あ
る
に
も
、
か
か
わ
ら
ず
、
法
華
経
に
お
い
て
は
、
八
歳
の
竜
女
が
、
そ
の
身
を
あ 

 
 
 

ら
た
め
ず
し
て
、
即
身
成
仏
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
始
め
と
し
て
、
釈
尊
の
お
ば
、
マ
カ
ハ
ジ
ャ
ハ
ダ
イ
ビ 

 
 
 

ク
尼
は
、
勧
持
品
に
お
い
て
、
一
切
衆
生
喜
見
如
来
と
な
り
、
ラ
ゴ
ラ
の
母
ヤ
シ
ュ
タ
ラ
女
も
、
眷
属

け
ん
ぞ
く

の
比
丘
尼 

 
 
 

と
共
に
、
具
足
千
万
光
相
如
来
と
な
り
、
鬼
道
の
女
人
の
十
羅
刹
女
も
成
仏
す
、
さ
れ
ば
、
法
華
経
は
、
殊
更 

 
 
 

に
、
女
性
の
御
信
仰
あ
る
べ
き
御
経
で
あ
る
。 

 

こ
の
塚
原
の
山
野
に
あ
ふ
れ
た
る
僧
侶
た
ち
は
、
み
な
、
女
人
か
ら
生
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
は
一
人
も
お
る 

 
 
 

ま
い
。
し
か
る
に
、
そ
の
女
人
た
る
自
分
の
慈
母
を
救
う
の
経
文
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
こ
れ
僧
侶
の
面
を
し
て
お
る 

 
 

が
、
親
を
救
う
こ
と
が
出
来
な
い
故
に
禽
獣
と
同
然
で
あ
る
、
法
華
経
を
知
ら
ざ
る
諸
宗
の
学
者
は
、
畜
生
に
同
ず
る
と

は
、
こ
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
」 

塚
原
大
庭
に
あ
つ
ま
っ
た
、
三
、
四
百
人
の
人
達
が
畜
生
と
言
わ
れ
た
の
だ
か
ら
、
た
ま
ら
な
い
。 
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「
わ
あ
っ…

…

」 
と
い
う
、
怒
り
の
喊
声
が
山
野
を
ふ
る
わ
し
て
あ
が
っ
た
の
も
無
理
が
な
か
っ
た
。 

 

 （
註
一
） 
二
乗
作
仏
、
久
遠
実
成 

二
乗
と
は
声
聞
縁
覚
。
菩
薩
の
次
の
二
位
で
、
こ
の
二
つ
は
、
我
見
が
強 

 

く
て
法
華
経
以
外
で
は
仏
に
な
れ
な
い
。
仏
は
印
度
出
現
の
釈
迦
で
は
な
く
て
実
は
遠
い
昔
か
ら
仏
で 

 

あ
っ
た
こ
と
を
久
遠
実
成
と
言
う
。 

（
註
二
）  

始
成
正
覚 
印
度
出
現
の
釈
迦
が
悟
り
を
ひ
ら
い
て
仏
に
な
っ
た
と
言
う
考
え
方  

（
註
三
）  

無
明
の
辺
域 
迷
っ
て
お
る
仏
だ
と
、
法
華
経
の
釈
迦
を
劣
と
す
る
。 

（
註
四
）  

六
即 

天
台
大
師
止
観
に
と
く
。
理
即
、
名
字
即
、
勧
行
即
、
相
似
即
、
分
真
即
、
究
竟
即
を
言
い
、 

 

円
経
に
お
け
る
修
行
の
次
第 

四 

「
日
蓮
法
師
只
今
は
女
人
成
仏
の
結
構
な
御
法
門
を
伺
っ
て
、
ま
あ
ま
あ
あ
り
が
た
い
と
申
し
て
お
こ
う
。
だ
が
、
法
華

経
を
知
ら
ざ
る
も
の
は
畜
生
に
同
ず
る
と
は
、
ち
と
慢
心
が
す
ぎ
は
し
な
い
か
。
お
ご
り
た
か
ぶ
る
心
は
、
僧
侶
の
戒
む
べ

き
と
こ
ろ
と
思
う
が
ど
う
じ
ゃ
、
南
無
阿
弥
陀
々
々
々
々
々
」 
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塚
原
の
山
野
を
う
ご
か
し
た
、
大
聖
人
に
た
い
す
る
叱
声
嘲
笑
が
、
こ
の
質
問
で
よ
う
や
く
静
か
に
な
っ
た
。 

六
十
を
す
ぎ
て
の
、
自
ら
分
別
く
さ
い
顔
を
し
た
念
仏
僧
で
あ
る
。 

「
拙
僧
は
、
こ
の
佐
渡
の
島
に
す
む
も
の
で
は
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
越
中
か
ら
き
た
も
の
だ
。
今
、
日
本
国
中
の
寺 

 
 
 

々
の
僧
侶
が
、
毎
日
唱
え
て
お
る
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
、
唱
名
念
仏
を
悪
口
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
る 

 
 
 
 

と
、
地
獄
に
お
ち
る
と
申
し
て
お
る
そ
う
だ
が
、
本
気
で
、
そ
ん
な
ば
か
げ
た
こ
と
を
申
し
て
お
る
の
か
、
こ
の 

 
 
 

耳
で
た
し
か
め
た
く
て
こ
の
塚
原
に
き
た
も
の
だ
、
日
蓮
法
師
、
し
か
と
さ
よ
う
か…

…

」 

「
念
仏
無
間
、
禅
天
魔
、
真
言
亡
国
、
律
国
賊
と
は
、
日
蓮
が
、
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
よ
り
、
今
年
文
永
九 

 
 
 

年
に
い
た
る
十
八
年
の
間
、
叫
び
つ
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
唱
名
念
仏
は
堕
地
獄
の
根
源
と
は
四
箇
の
格
言
の
ま 

 
 
 

っ
さ
き
に
申
し
て
お
る
」 

「
し
か
し
、
只
今
で
は
流
罪
の
身
と
な
っ
た
日
蓮
法
師
、
そ
の
心
持
ち
も
変
わ
っ
て
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う 

 
 
 

が
ど
う
じ
ゃ
な
あ
」 

「
越
中
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
日
蓮
坊
を
み
た
く
て
き
た
と
申
す
か
ら
、
よ
う
く
申
し
き
か
せ
よ
う
。
念
仏
が
堕 

 
 
 

地
獄
の
根
源
と
は
、
日
蓮
が
一
番
最
初
に
言
い
だ
し
た
の
で
は
な
い
ぞ
、
先
ず
、
も
の
の
道
理
を
き
か
れ
た
い…

 
 
 

…

」 

 

大
聖
人
が
、
一
番
最
初
に
言
い
だ
し
た
の
で
は
な
い
と
、
言
っ
た
の
で
、
驚
き
の
声
が
塚
原
の
大
庭
に
わ
い
た 

 
 

が
、
何
を
言
い
だ
す
か
と
い
う
一
同
の
興
昧
も
手
伝
っ
て
、
水
を
う
っ
た
よ
う
な
静
け
さ
に
変
っ
た
。
大
聖
人
の 
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凛
々
た
る
声
が
一
同
の
耳
を
お
お
う
た
。 

「
そ
も
そ
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
今
日
の
如
く
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
唱
え
る
こ
と
は
、
法
然
の
選

択

集

せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う

に 
 
 
 

は
じ
ま
る
。
法
然
は
十
七
歳
に
し
て
一
切
経
を
習
い
極
め
、
天
台
六
十
巻
を
知
り
つ
く
し
、
八
宗
を
兼
学
し
て
、 

 
 
 

一
代
聖
教
の
大
意
を
得
た
り
と
称
し
て
、
選
択
集
な
る
書
物
を
あ
ら
わ
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
る
こ
と
を 

 
 
 

諸
人
に
す
す
め
た
の
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
う
れ
い
て
、
み
な
も
知
る
、
天
下
無
雙
の
智
人
広
学
の
学
者 

 
 
 

で
あ
る
、
斗と

賀が
の

尾お
の

明
慧
は
、
摧
邪
論
三
巻
を
造
っ
て
選
択
の
邪
義
を
破
し
た
。
又
三
井
寺
の
長
史
、
実
胤
大
僧
正 

 
 
 

こ
の
人
も
希
代
の
学
者
、
名
誉
の
才
人
で
あ
る
が
、
浄
土
決
疑
集
三
巻
を
つ
く
っ
て
、
法
然
の
専
修
の
悪
行
（
註
一
） 

 

を
難
じ
、
比
叡
山
の
住
侶
、
仏
頂
房
隆
真
法
橋
は
、
天
下
無
雙
の
学
匠
山
門
探
題
の
棟
梁
で
あ
る
。
こ
の
人 

 
 
 
 

も
、
弾
選
択
上
下
を
つ
く
っ
て
法
然
の
邪
義
を
せ
め
た
。
こ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
南
都
（
奈
良
）
山
門
（
比
叡 

 
 

山
）
三
井
寺
の
僧
達
が
、
度
々
、
法
然
の
選
択
集
の
邪
義
は
、
亡
国
の
も
と
で
あ
る
と
訴
え
出
た
の
で
、
土
御
門 

 
 
 

院
の
承
元
元
年
二
月
上
旬
に
、
専
修
念
仏
の
張
本
人
、
安
楽
住
蓮
等
は
召
し
と
ら
え
ら
れ
て
、
忽
ち
に
頸
を
は
ね 

 
 
 

ら
れ
、
法
然
は
遠
流
の
重
科
に
処
せ
ら
れ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
後
堀
河
院
の
嘉
禄
三
年
に
は
、
京
都
六
か
処
か 

 
 
 

ら
、
法
然
の
選
択
集
と
そ
の
印
版
を
さ
が
し
出
し
て
、
叡
山
の
大
講
堂
の
前
に
、
叡
山
三
千
人
の
僧
侶
が
あ
つ
ま 

 
 
 

っ
て
、
三
世
の
仏
恩
を
報
じ
奉
つ
る
な
り
と
称
し
て
、
こ
れ
を
焼
き
す
て
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
法
然
の
墓
ま 

 
 
 

で
あ
ば
い
て
、
そ
の
骨
を
京
の
鴨
川
に
な
が
し
て
し
ま
っ
た
で
は
な
い
か
。
こ
れ
で
は
、
念
仏
を
唱
え
る
な
ら 

 
 
 

ば
、
地
獄
に
お
ち
る
こ
と
は
、
法
然
自
身
が
証
明
し
て
お
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
ど
う
じ
ゃ
、
念
仏
無
間
は
日
蓮 
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坊
が
発
明
し
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
先
例
が
あ
り
、
法
然
自
身
が
実
験
証
明
ず
み
だ
御
老
僧
、
承
知
さ
れ
た 

 
 
 

か
」 

「…
…
…

」 

「
返
答
が
な
い
の
は
、
耳
が
遠
い
と
て
も
申
す
の
か
、
以
上
の
こ
と
は
、
皇
代
記
と
い
う
書
物
に
あ
り
、
専
修
念 

 
 
 

仏
の
行
は
諸
宗
衰
微
の
基
な
り
と
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
の
宣
示
や
御
教
書
は
数
々
あ
る
ぞ
」 

老
僧
は
、
な
に
か
、
言
い
た
げ
に
、
口
を
ぱ
く
ぱ
く
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
次
の
質
問
者
が
立
っ
た
の
で
、
老
僧 

 
 
 
 

の
発
言
の
機
会
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

「
ま
て
ま
て
日
蓮
法
師
、
そ
れ
程
ま
で
禁
止
さ
れ
た
、
念
仏
が
何
故
、
斯
く
も
今
日
隆
盛
で
あ
り
、
そ
れ
に
敵
対 

 
 
 

し
て
、
念
仏
堕
地
獄
を
唱
え
た
、
汝
自
身
が
、
流
さ
れ
た
ら
再
び
帰
え
る
こ
と
な
し
と
言
う
、
こ
の
佐
渡
の
島
に 

 
 
 

流
さ
れ
て
お
る
で
は
な
い
か
。
法
然
上
人
は
、
遠
流
と
言
う
て
も
、
讃
岐
に
十
一
か
月
お
っ
た
ま
で
じ
ゃ
、
汝
こ 

 
 

そ
、
許
さ
れ
る
こ
と
な
き
、
こ
の
島
に
流
さ
れ
て
お
る
、
法
華
経
こ
そ
堕
地
獄
と
申
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
で 

 
 
 

は
な
い
か
、
ど
う
だ
ど
う
だ
」 

と
、
元
気
な
奴
が
、
つ
っ
立
っ
て
、
つ
め
よ
せ
た
の
で
、
ど
う
だ
ど
う
だ
の
こ
の
声
に
、
塚
原
に
あ
つ
ま
っ 

 
 
 
 

た
、
三
千
人
の
人
々
が
、
口
を
そ
ろ
え
て
「
ど
う
だ
ど
う
だ
」
と
合
唱
し
た
。
そ
の
勢
い
で
、
大
杉
の
枝
の
雪 

 
 
 

が
、
あ
っ
ち
、
こ
っ
ち
で
ど
さ
っ
と
落
ち
は
じ
め
た
の
で
、
わ
い
わ
い
さ
わ
ぎ
に
な
っ
て
、
「
つ
め
た
い
ぞ
」 

 
 
 

「
さ
わ
ぎ
は
や
め
ろ
」
「
問
答
を
つ
づ
げ
ろ
」
な
ぞ
と
言
う
叫
び
が
、
ご
っ
ち
ゃ
に
な
っ
て
、
一
寸
混
乱
の
て
い 
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で
あ
っ
た
。 

 
大
聖
人
が
口
を
ひ
ら
か
れ
た
の
で
、
大
庭
は
静
か
に
な
っ
た
。 

「
そ
の
悪
口
は
只
今
は
、
そ
の
ま
ま
頂
戴
い
た
し
て
お
こ
う
」 

「
で
は
参
っ
た
と
申
せ
」 

「
う
わ
っ
は
は
あ
は
は
あ
」 

 

大
聖
人
が
、
六
尺
三
寸
の
体
躯

か

ら

だ

を
ゆ
る
が
し
て
、
笑
わ
れ
た
の
で
、
こ
ん
ど
は
一
同
が
、
唖
然
と
し
て
し
ま
っ 

 
 

た
。 

「…
…

な
に
が
、
お
か
し
い
、
馬
鹿
も
の
、
汝
は
口
さ
き
三
寸
だ
け
で
、
今
日
迄
き
た
悪
僧
だ
、
笑
い
で
ご
ま
か 

 
 
 

さ
ず
、
参
っ
た
ら
参
っ
た
と
申
せ
」 

「
貴
公
は
、
法
門
を
も
っ
て
、
こ
の
日
蓮
に
せ
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
笑
っ
た
の
だ
。
た
ん
な
る
悪
口
を
言 

 
 
 

う
た
だ
け
で
、
法
門
を
申
し
た
の
で
は
な
い
。
悪
口
と
か
、
石
を
な
げ
る
、
瓦
を
な
げ
る
等
の
罵ば

詈り

讒ざ
ん

謗ぼ
う

は
鎌
倉 

 
 
 

の
街
中
で
、
常
々
頂
戴
し
て
お
る
の
で
、
貴
僧
の
悪
口
も
、
つ
い
で
に
頂
戴
し
て
お
こ
う
と
言
っ
た
迄
の
こ
と
で 

 
 
 

あ
る
。
貴
僧
は
眼
を
何
処
に
つ
け
て
お
る
」 

「
御
覧
の
通
り
、
余
り
立
派
で
は
な
い
が
、
鼻
の
両
う
え
眉
毛
の
下
に
あ
り
ま
す
ぞ
」 

「
汝
は
小
乗
教
を
学
ぶ
も
の
か
、
仏
者
か
、
眼
を
何
処
に
つ
け
て
お
る
と
言
う
時
は
そ
の
肉
眼
を
言
う
の
で
は
な 

 
 

い
。
涅
槃
経
の
第
六
に
「
大
乗
を
学
す
る
も
の
は
肉
眼
あ
り
と
い
え
ど
も
名
づ
け
仏
眼
と
な
す
」
と
あ
る
を
知 

 
 
 
 



 

49 塚 原 問 答 
 

ら
な
い
の
か
。
と
ぼ
け
る
で
は
な
い
ぞ
」  

 
ぐ
い
っ
と
、
聖
人
に
睨
ら
ま
れ
る
と
、
質
問
の
僧
侶
は
、
へ
な
へ
な
と
坐
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
面
白
い
く
ら
い 

 
 
 

不
思
議
で
あ
っ
た
。 

「
日
蓮
は
今
を
さ
る
十
三
年
前
の
文
応
年
中
に
、
立
正
安
国
論
一
巻
を
草
し
て
、
鎌
倉
殿
に
献
じ
、
法
然
の
選
択 

 
 
 

集
を
、
従
来
の
破
折
論
と
は
全
く
異
な
っ
た
観
点
よ
り
論
破
し
た
、
而
し
て
念
仏
宗
に
日
本
国
中
が
帰
衣
す
る
よ 

 
 
 

う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
必
ら
ず
こ
の
国
が
、
他
国
の
た
め
に
攻
め
ら
れ
る
と
言
う
、
開
闢

か
い
び
ゃ
く

以
来
の
大
事
が
、
出

し
ゅ
っ 

 
 

来た
い

す
る
と
予
言
し
た
が
、
そ
の
後
九
か
年
を
へ
て
、
大
蒙
古
国
の
牒
状
が
、
文
永
五
年
に
き
た
こ
と
は
、
こ
の
山
野 

 
 

に
あ
ふ
れ
た
人
々
の
知
る
所
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
実
を
わ
ざ
と
知
ら
ず
、
知
っ
て
も
、
驚
か
ぬ
も
の
ど
も
は
、
日
本 

 
 

人
で
は
な
い
、
立
正
安
国
論
こ
そ
、
こ
の
日
本
に
生
れ
た
日
本
人
日
蓮
が
、
国
を
患う

れ

う
る
が
故
に
筆
と
っ
た
日
本 

 
 
 

人
の
魂
の
書
と
申
し
て
も
さ
し
つ
か
え
が
な
い
。
日
本
の
運
命
を
仏
眼
を
も
っ
て
眺
め
た
る
書
論
で
あ
る
。
国
の 

 
 
 

亡
び
る
こ
と
こ
そ
、
大
事
の
中
の
大
事
と
申
す
の
で
あ
る
。
今
は
配
流
の
身
の
日
蓮
で
あ
る
が
、
日
蓮
の
眼
は
、 

 
 
 

末
法
万
年
を
見
通
す
こ
と
の
出
来
る
眼
で
あ
る
、
汝
は
、
只
今
、
何
故
、
念
仏
が
繁
盛
す
る
か
と
問
う
た
が
、
日 

 
 
 

蓮
は
、
法
然
の
念
仏
が
流
行
す
る
な
ら
ば
、
国
家
を
破
ぶ
る
も
の
と
し
て
、
立
正
安
国
論
に
予
言
し
た
が
、
そ
れ 

 
 
 

が
事
実
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
幕
府
は
今
や
蒙
古
襲
来
に
お
び
え
て
、
加か

持じ

祈き

禱と
う

に
大
騒
ぎ
を
し
て
お
る
で
は
な
い 

 
 

か
、
な
ぜ
、
念
仏
が
国
を
破
ぶ
る
の
法
で
あ
る
か
、
蒙
古
襲
来
を
う
れ
い
、
日
本
人
と
し
て
国
を
失
う
こ
と
を
う 

 
 
 

れ
う
る
も
の
が
こ
の
山
野
に
僅
か
で
も
よ
い
、
お
る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
日
蓮
坊
に
先
ず
た
ず
ね
る
の
が
、
日 
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本
人
で
は
な
い
か
、
こ
こ
に
は
、
祖
国
を
失
う
こ
と
を
う
れ
う
る
日
本
人
は
お
ら
な
い
の
か
、
自
分
だ
け
は
西
方 

 
 
 

の
極
楽
浄
土
に
生
れ
れ
ば
よ
い
、
後
は
ど
う
な
ろ
う
と
か
ま
う
も
の
か
と
い
う
烏
合
の
集
な
の
か
、
日
本
人
は
お 

 
 
 

ら
な
い
の
か
、
日
本
人
な
ら
ば
、
何
故
、
念
仏
を
唱
え
る
と
国
が
亡
び
る
の
か
と
、
問
う
の
が
当
然
で
は
な
い 

 
 
 

か
、
日
本
人
は
一
人
も
お
ら
な
い
の
か
、
国
を
う
れ
う
る
日
本
人
は
お
ら
な
い
の
か
」 

 

大
聖
人
の
絶
叫
の
み
き
こ
え
る
。
静
ま
り
か
え
っ
た
塚
原
の
山
野
に
な
っ
た
。 

「
俺
は
日
本
人
だ
。
国
が
亡
び
た
ら
大
変
だ
か
ら
俺
は
き
き
た
い
。
そ
し
て
坊
主
で
は
な
い
、
俗
人
だ
か
ら
、
日 

 
 
 

蓮
法
師
に
た
ず
ね
て
も
恥
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
ど
う
し
て
念
仏
を
唱
え
た
ら
国
が
亡
び
る
と
い
う
馬
鹿
げ
た
こ 

 
 
 

と
に
な
る
の
か
、
も
の
の
道
理
が
わ
か
ら
な
い
、
教
え
て
く
れ
」 

 

自
ら
俗
人
と
称
し
て
立
ち
上
っ
た
。 

「
よ
く
ぞ
問
う
た
。
念
禅
真
律
等
々
宗
旨
宗
派
は
こ
と
な
っ
て
も
、
蒙
古
襲
来
と
い
う
、
他
国
が
こ
の
日
本
国
を 

 
 
 

攻
め
る
と
言
う
時
に
は
、
互
い
に
武
器
を
と
っ
て
、
国
を
守
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
こ
そ
日
本
人
だ
と 

 
 
 

言
え
る
の
だ
。
だ
が
異
体
同
心
で
な
け
れ
ば
、
戦
い
は
勝
つ
も
の
で
は
な
い
。
異
体
異
心
な
ら
ば
、
戦
い
は
負
け 

 
 
 

る
に
き
ま
っ
て
お
る
。
法
華
経
は
日
本
人
全
部
を
異
体
同
心
に
す
る
教
え
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら 

 
 
 

な
い
。 

 

で
は
何
故
念
仏
を
唱
え
れ
ば
地
獄
に
お
ち
る
か
、
こ
の
日
本
の
国
が
亡
び
る
か
を
の
べ
て
み
よ
う
。
よ
く
き
く 

 
 
 

が
よ
い
」 
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「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
南
無
と
中
す
字
は
敬
う
心
、
随
う
心
を
言
う
の
で 

 
 
 

あ
る
。
で
は
阿
弥
陀
仏
と
は
如
何
な
る
仏
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
源
は
釈
迦
如
来
の
五
十
余
年
の
説
法
の
内
、
さ
き 

 
 
 

四
十
余
年
の
阿
弥
陀
経
等
の
三
部
経
に
と
か
れ
た
仏
で
あ
る
。
こ
の
阿
弥
陀
仏
は
仏
に
な
る
前
は
法
蔵
比
丘
と
称 

 
 
 

し
て
、
十
劫
の
間
、
修
行
し
て
、
つ
い
に
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
国
は
こ
の
我
々
の
す
む
娑
婆
世
界 

 
 
 

よ
り
西
方
十
万
億
仏
国
を
す
ぎ
た
、
極
楽
世
界
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
し
か
し
、
ど
な
た
が
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
を
言
い
だ
し
た
の
か
を
考
え
て
み
る
が
よ
い
。
釈
尊
が 

 
 
 

阿
弥
陀
仏
が
西
方
に
お
る
と
い
わ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
の
だ
。
言
う
な
れ
ば
仏
様
の
口
か
ら
出
た 

 
 
 

仏
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
す
む
阿
弥
陀
の
極
楽
世
界
と
は
、
こ
の
我
々
の
す
む
娑
婆
世
界
よ
り
、
十
万
億 

 
 
 

仏
国
を
す
ぎ
た
と
言
う
所
で
あ
る
と
言
う
。
よ
う
く
き
か
れ
よ
。
で
は
我
々
の
す
む
世
界
に
は
我
々
を
す
く
っ
て 

 
 
 

下
さ
る
仏
様
は
す
ん
で
お
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
、
我
々
の
娑
婆 

 
 
 

世
界
に
、
我
々
を
救
っ
て
く
れ
る
仏
が
い
な
い
と
言
う
の
な
ら
、
西
方
の
弥
陀
の
世
界
を
あ
こ
が
れ
る
気
持
ち
も 

 
 
 

わ
か
ら
ぬ
で
は
な
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
我
々
の
す
む
こ
の
娑
婆
に
は
我
々
を
救
っ
て
下
さ
る
仏
様
が
ち 

 
 
 

ゃ
ん
と
、
す
ん
で
お
る
の
で
あ
る…

…

」 

 

一
つ
の
野
次
も
と
ば
さ
せ
な
い
、
大
聖
人
の
所
論
で
あ
る
。
両
眼
は
、
慈
愛
に
み
ち
て
、
み
る
人
を
し
て
や
わ 

 
 
 

ら
ぎ
を
与
え
、
そ
の
態
度
は
峻
厳

し
ゅ
ん
げ
ん

で
人
を
し
て
、
ど
う
し
て
も
耳
を
傾
け
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
さ
す
が
二 

 
 
 

十
一
年
間
も
街
頭
で
き
た
え
た
梵ぼ

ん

音の
ん

声
じ
ょ
う

で
あ
る
。 
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「
法
華
経
に
「
今
こ
の
三
界
（
註
二
）
は
皆
こ
れ
わ
が
有
な
り
、
そ
の
中
の
衆
生
は
悉
く
是
れ
わ
が
子
な
り
」 

 
 
 
 

と
教
主
釈
尊
は
言
わ
れ
て
お
る
、
し
て
み
れ
ば
、
教
主
釈
尊
こ
そ
、
こ
の
娑
婆
世
界
の
仏
様
で
は
な
い
か
。
ま
た 

 
 

「
今
こ
の
所
は
諸
の
患げ

ん

難な
ん

多
し
、
唯
我
一
人
の
み
能
く
こ
れ
を
救
う
」
と
も
言
わ
れ
て
、
教
主
釈
尊
は
、
日
本 

 
 
 
 

国
の
一
切
衆
生
の
父
母
師
匠
主
君
で
あ
る
、
こ
の
三
徳
あ
る
が
故
に
、
釈
尊
を
此し

土ど

有う

縁え
ん

深じ
ん

厚こ
う

（
註
三
）
の
仏
と 

 
 
 

称
す
る
の
で
あ
る
。
一
切
経
六
万
巻
の
中
に
、
阿
弥
陀
仏
が
、
娑
婆
の
人
々
の
父
母
と
も
主
人
と
も
師
匠
と
も
説 

 
 
 

い
た
経
文
は
一
つ
も
な
い
。…

…

し
か
も
そ
の
阿
弥
陀
仏
は
、
法
蔵
比
丘
と
い
う
時
に
な
に
を
修
行
し
、
い
か
な 

 
 
 

る
経
文
を
き
い
て
成
仏
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
法
華
経
を
聴
聞
し
法
華
経
を
修
行
し
た 

 
 
 

が
故
に
仏
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
、
弥
陀
の
四
十
八
願
中
の
第
十
八
の
願
に
「
た
と
い
我
れ
仏
を
得
る 

 
 
 

と
も
、
た
だ
五
逆
と
誹
誇
正
法
と
を
除
く
」
と
言
わ
れ
て
お
る
、
弥
陀
の
言
う
と
こ
ろ
の
正
法
と
は
、
自
分
が
修 

 
 
 

行
し
た
と
こ
ろ
の
法
華
経
を
さ
す
の
で
あ
る
。
五
逆
の
人
を
救
わ
な
い
と
、
は
っ
き
り
言
っ
て
お
る
が
、
浄
土
宗 

 
 
 

の
人
々
は
、
こ
の
娑
婆
に
す
ん
で
お
り
な
が
ら
、
自
分
の
父
た
る
教
主
釈
尊
を
す
て
て
、
他
人
た
る
阿
弥
陀
仏
を 

 
 
 

信
ず
る
故
に
、
五
逆
罪
を
お
か
し
て
お
る
、
日
蓮
が
念
仏
門
徒
は
地
獄
に
お
ち
る
と
の
法
門
は
、
日
蓮
の
言
葉
で 

 
 
 

は
な
く
て
阿
弥
陀
自
身
が
言
わ
れ
て
お
る
言
葉
で
は
な
い
か
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
よ
う
く
考
え
て
み
る
が
よ
い
。 

 
 
 

さ
れ
ば
、
念
仏
は
仏
の
説
で
は
な
く
て
、
人
師
の
説
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
矛む

盾
じ
ゅ
ん

が
出
来
て
く
る
の
で
あ 

 
 
 

る
。 

 

支
那
の
斉
の
時
代
に
曇
鸞

ど
ん
ら
ん

法
師
と
言
う
人
が
あ
っ
て
、
竜
樹
菩
薩
の

十
じ
ゅ
う

住じ
ゅ

毗び

婆ば

沙し
ゃ

論
を
み
て
、
仏
道
修
行
に
お
い 
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て
難
行
道
と
易
行
道
と
を
た
て
た
。
唐
の
時
代
に
道
綽

ど
う
し
ゃ
く

と
い
う
人
が
お
っ
て
曇
鸞
法
師
が
三
論
宗
か
ら
、
浄
土 

 
 
 
 

宗
に
う
つ
る
書
物
を
み
て
、
自
分
も
浄
土
宗
に
帰
し
て
、
聖
道
、
浄
道
の
二
門
を
た
て
た
。
そ
の
道
綽
の
弟
子
に 

 
 
 

善
導
と
い
う
の
が
お
っ
て
、
雑
行
、
正
行
の
二
門
を
た
て
て
、
念
仏
を
正
行
と
た
て
て
支
那
に
お
い
て
大
い
に
こ 

 
 
 

れ
を
弘
め
、
こ
の
流
れ
を
く
ん
で
、
日
本
に
念
仏
を
盛
ん
に
し
た
の
が
法
然
房
で
あ
る
。
法
然
房
の
堕
地
獄
の
話 

 
 
 

は
先
き
に
の
べ
た
の
で
今
は
略
す
る
が
、
支
那
に
お
い
て
念
仏
を
大
い
に
弘
め
た
、
善
導
和
尚
は
如
何
な
る
死
に 

 
 
 

方
を
し
た
か
を
話
し
て
み
よ
う
。
「
こ
の
身
は
諸
苦
に
責
め
ら
れ
て
、
暫
く
も
休
息
な
し
」
と
称
し
て
、
自
分
の
寺 

 
 

の
前
の
柳
の
木
に
登
っ
て
、
西
に
向
っ
て
「
願
く
ば
仏
の
威
神
を
も
っ
て
、
観
音
、
勢
至
き
た
っ
て
、
我
を
た
す 

 
 
 

け
給
え
」
と
唱
え
お
わ
っ
て
、
青
柳
の
上
よ
り
身
を
な
げ
た
。
首
に
く
く
っ
た
、
繩
が
き
れ
た
か
、
柳
の
枝
が
折 

 
 
 

れ
た
の
か
、
大
旱
魃
の
堅
土
の
上
に
お
ち
て
、
腰
骨
を
折
ち
く
じ
い
て
、
七
日
七
夜
、
お
め
き
さ
け
ん
で
死
に
は 

 
 
 

て
た
と
申
す
こ
と
で
あ
る
、
「
流
れ
を
く
む
も
の
は
そ
の
源
を
忘
れ
ず
、
法
を
行
ず
る
者
は
、
そ
の
師
の
跡
を
ふ 

 
 
 

む
べ
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
塚
原
に
あ
つ
ま
っ
た
、
浄
土
念
仏
の
人
々
は
、
師
匠
の
跡
を
ふ
ん
で
、
善 

 
 
 

導
の
如
く
自
害
を
せ
ね
ば
な
ら
ん
ぞ
、
頸
を
く
く
っ
て
死
な
な
け
れ
ば
師
匠
に
そ
む
く
と
言
う
て
も
よ
い
の
だ
。 

 
 
 

ど
う
だ
、
み
ん
な
が
み
ん
な
、
善
導
の
如
く
、
頸
を
く
く
れ
、
し
か
ら
ず
ん
ば
、
師
敵
対
（
註
四
）
と
申
し
て
も 

 
 
 

よ
ろ
し
い
の
だ
、
こ
れ
で
も
念
仏
は
堕
地
獄
の
教
え
で
な
い
と
い
う
の
か
、
念
仏
無
間
は
日
蓮
が
言
葉
で
は
な
い 

 
 
 

と
申
し
た
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
か
、
善
導
自
身
が
、
身
を
も
っ
て
諸
人
に
示
し
、
こ
れ
を
日
本
に
興
行
し
た
法 

 
 
 

然
自
身
も
亦
、
念
仏
は
堕
地
獄
の
教
え
な
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
た
身
を
も
っ
て
示
し
て
お
る
で
は
な
い
か
、
理
窟 
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な
ら
ば
白
も
黒
と
言
い
ざ
る
、
口
達
者
な
者
も
こ
こ
に
お
る
で
あ
ろ
う
、
だ
が
、
事
実
は
ど
う
す
る
、
歴
史
は
ど 

 
 
 

う
す
る
、
歴
史
は
も
は
や
書
き
か
え
る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
だ
。
教
相
判
釈
の
上
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
弥
陀
の
三
部 

 
 
 

経
は
、
釈
尊
一
代
五
時
の
説
教
の
内
第
三
方
等
部
の
内
に
あ
っ
て
、
四
巻
三
部
の
経
は
全
く
釈
尊
の
本
意
で
は
な 

 
 

い
、
故
に
法
華
経
の
序
分
た
る
、
無
量
義
経
に
は
、
四
十
余
年
い
ま
だ
真
実
を
あ
ら
わ
さ
ず
と
説
い
て
、
念
仏
は 

 
 
 

暫
く
、
衆
生
誘
引
の
方
便
で
あ
る
と
称
し
て
、
教
主
釈
尊
自
身
が
念
仏
の
法
門
を
折
ち
破
ぶ
っ
て
お
る
の
だ
。
し 

 
 
 

か
し
、
そ
ん
な
む
ず
か
し
い
法
門
を
と
く
よ
り
も
、
善
導
和
尚
の
臨
終
の
事
実
を
話
し
た
方
が
わ
か
り
が
よ
い
、 

 
 
 

さ
あ
さ
あ
み
あ
げ
れ
ば
雪
こ
そ
つ
も
っ
て
お
れ
、
恰
好
の
よ
い
形
の
枝
ぶ
り
で
は
な
い
か
、
本
当
に
念
仏
を
唱
え 

 
 
 

る
気
な
ら
、
あ
の
枝
に
頸
を
く
く
っ
て
ぶ
ら
さ
が
っ
た
が
よ
い
ぞ
、
念
仏
者
と
し
て
頸
を
く
く
ら
ず
ば
師
に
そ
む 

 
 
 

く
咎
あ
り
と
申
し
て
さ
し
つ
か
え
が
な
い
、
さ
あ
さ
あ
西
に
向
っ
て
、
念
仏
者
は
、
杉
の
枝
に
頸
を
く
く
れ
、
そ 

 
 
 

れ
で
こ
そ
弟
子
と
申
し
て
さ
し
つ
か
え
が
な
い
。
ど
う
し
た
。…

…

ど
う
し
た…

…

返
事
が
な
い
で
は
な
い
か
」 

 

塚
原
の
大
庭
に
は
、
大
聖
人
の
声
の
み
が
、
び
ん
び
ん
と
ひ
び
く
の
み
で
、
三
千
人
は
口
を
と
じ
て
、
大
聖
人 

 
 
 

を
た
だ
み
あ
げ
る
の
み
で
あ
っ
た
。 

 

（
註
一
） 

専
修
の
悪
行 

阿
弥
陀
一
仏
の
み
を
た
の
ん
で
、
他
は
す
べ
て
、
す
て
て
し
ま
へ
と
い
う
教 

（
註
二
）  

三
界 

こ
の
場
合
は
我
々
几
夫
の
す
む
娑
婆
（
地
球
）
を
意
味
す
る
。 

（
註
三
）  

此
土
有
縁
深
厚 

こ
の
我
々
の
す
む
娑
婆
に
最
も
縁
が
多
く
、
娑
婆
世
界
を
住
所
と
す
る
仏 
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（
註
四
）  

師
敵
対 

師
匠
に
歯
向
か
う
こ
と
。 

五 

「
日
蓮
房
、
汝
は
酒
を
た
し
な
む
と
言
う
が
本
当
か
、
し
か
も
な
か
な
か
の
呑
み
手
と
き
い
た
が
、
ど
う
じ
ゃ
」 

「
日
蓮
に
酒
の
話
を
す
る
く
ら
い
な
ら
、
御
手
前
そ
こ
に
、
一
升
樽
で
も
御
持
参
か
、
こ
の
問
答
の
最
中
、
酒
が 

 
 
 

あ
る
の
な
ら
、
遠
慮
は
い
た
さ
な
い
、
早
速
に
で
も
、
い
た
だ
き
た
い
が
、
こ
れ
が
御
返
答
で
あ
る
」 

 

こ
の
答
は
、
塚
原
の
山
野
に
あ
つ
ま
っ
た
人
々
を
し
て
、
唖
然
と
せ
し
め
た
。
質
問
者
は
、
次
の
よ
う
に
ど
な 

 
 
 

り
つ
け
た
。 

「
日
蓮
坊
、
汝
は
五
戒
を
た
も
た
ざ
る
こ
と
を
僧
と
し
て
ど
う
思
っ
て
お
る
。
五
戒
の
第
五
は
不
飲
酒
戒
で
あ
る 

 
 
 

こ
と
ぐ
ら
い
は
十
分
、
承
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」 

「
如
何
に
も
、
十
分
承
知
の
こ
と
で
あ
る
」 

「
知
っ
て
お
っ
て
、
五
戒
を
破
ぶ
り
、
て
ん
と
し
て
恥
じ
る
こ
と
な
き
は
、
仏
を
お
そ
れ
ぬ
坊
主
と
し
て
悪
口
さ 

 
 
 

れ
て
も
仕
方
が
あ
る
ま
い
」 

「
汝
は
い
ず
れ
の
宗
旨
の
僧
侶
か
知
ら
ぬ
が
、
よ
ほ
ど
の
た
わ
け
も
の
と
、
こ
の
日
蓮
は
み
た
。
禅
寺
の
入
口
に 

 
 

は
、
碑
石
を
立
て
．
お
こ
が
ま
し
く
も
戒
壇
石
と
称
し
て
「
不
許
葷
酒
入
山
門

く
ん
し
ゅ
さ
ん
も
ん
に
い
る
を
ゆ
る
さ
ず

」
と
書
か
れ
て
お
る
が
、
酒
は
智 
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水
と
称
し
て
、
堂
々
と
山
門
に
入
る
を
、
ま
さ
か
知
ら
ぬ
と
は
申
す
ま
い
。…
…
 

 
日
蓮
は
た
し
か
に
、
酒
を
た
し
な
む
、
だ
が
、
呑
ま
ず
と
他
に
偽
っ
て
酒
を
の
む
人
、
の
む
故
に
の
む
と
称
し 

 
 

て
、
酒
を
呑
む
、
い
ず
れ
が
よ
い
の
か
、
貴
僧
は
、
前
者
を
と
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
一
の
正
直
な
日
蓮 

 
 
 

は
、
酒
を
呑
む
が
故
に
呑
む
と
称
す
る
の
だ
」 

「…
…

し
か
し
、
い
く
ら
理
屈
を
つ
け
て
み
て
も
、
五
戒
を
破
ぶ
っ
た
破
戒
僧
に
は
、
間
違
い
が
な
い
で
は
な
い 

 
 

か
、
如
何
だ
、
日
蓮…

…
」 

 

大
聖
人
は
、
大
人
気
な
い
悪
口
を
軽
る
く
う
け
て
、
意
に
解
し
な
か
っ
た
。 

「
で
は
、
日
蓮
が
、
何
故
酒
を
た
し
な
む
か
、
そ
の
由
来
を
き
か
せ
よ
う
か…

…

、
そ
の
昔
、
伝
教
大
師
は
叡
山 

 
 
 

三
千
人
の
学
生
に
戒
め
て
、
叡
山
は
、
山
深
か
く
し
て
、
霧
多
き
が
故
に
、
保
健
の
た
め
に
飲
酒
を
許
る
さ
れ
た 

 
 
 

と
伝
へ
る
、
但
し
大
智
度
論
十
三
に
穀
酒
、
果
酒
、
薬
草
酒
を
あ
げ
て
い
て
、
伝
教
大
師
の
許
さ
れ
た
の
は
、
薬 

 
 
 

酒
を
用
う
べ
し
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
、
但
し
日
蓮
が
、
酒
を
た
し
な
む
の
は
、
上
の
如
き
理
由
に 

 
 
 

よ
る
の
で
も
な
く
、
先
例
を
あ
げ
て
、
我
身
を
助
げ
る
が
如
き
言
説
を
な
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
よ
う
く
、 

 
 
 

き
く
が
よ
い
」 

 

塚
原
山
野
の
人
々
は
、
大
聖
人
の
御
言
葉
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
今
後
、
お
う
っ
ぴ
ら
で
、
酒
が
の
め
そ
う
な 

 
 
 

議
論
が
、
出
て
き
そ
う
な
の
で
、
そ
れ
こ
そ
、
今
に
で
も
一
杯
よ
ば
れ
る
か
の
如
き
、
嬉
れ
し
そ
う
な
顔
色
で
、 

 
 
 

話
を
き
こ
う
と
の
人
々
の
態
度
は
、
中
々
よ
き
も
の
が
あ
っ
た
。 
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「
仏
教
を
習
お
ん
と
す
る
も
の
は
、
先
ず
時
を
知
る
べ
し
と
は
、
日
蓮
の
言
葉
で
あ
る
が
、
今
の
世
は
経
文
に
と 

 
 
 

か
れ
た
、
末
法
と
い
う
時
代
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
末
渋
と
は
無
法
と
い
う
こ
と
だ
、
勿
体
な
い 

 
 

が
、
釈
尊
の
法
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
を
末
法
と
い
う
の
だ
」 

反
対
の
質
問
を
し
よ
う
と
す
る
、
喧
騒
が
諸
々
方
々
に
起
り
か
け
た
が
、
大
聖
人
の
梵
音
声
が
、
そ
れ
を
十
分 

 
 
 

に
押
さ
え
て
し
ま
っ
た
の
は
、
次
の
言
葉
が
出
た
か
ら
で
あ
る
。 

「
そ
の
証
拠
に
は
、
今
、
釈
迦
牟
尼
如
来
を
拝
ん
で
お
る
宗
派
が
何
処
に
あ
る
か
、
こ
の
塚
原
の
山
野
を
埋
め
つ 

 
 
 

く
し
た
、
三
百
余
の
僧
侶
が
、
常
に
こ
の
娑
婆
世
界
に
住
し
て
、
我
等
が
父
な
り
母
な
り
と
言
わ
れ
た
、
釈
尊
を 

 
 
 

全
く
な
い
が
し
ろ
に
し
て
お
る
の
で
は
な
い
か
、
天
台
宗
は
も
と
、
天
台
大
師
の
三
大
部
を
（
註
一
）
根
本
宗
典 

 
 
 

と
し
て
立
っ
た
宗
旨
で
は
あ
る
が
、
そ
の
弟
子
の
慈
覚
大
師
が
、
法
華
経
よ
り
、
真
言
す
ぐ
れ
た
り
と
断
定
し
た 

 
 
 

に
よ
っ
て
、
今
は
、
叡
山
は
真
言
宗
と
み
な
し
て
さ
し
つ
か
え
が
な
い
、
そ
の
真
言
宗
は
何
に
を
拝
ん
で
お
る
の 

 
 

か
、
大
日
如
来
を
拝
ん
で
お
る
で
は
な
い
か
、
そ
の
住
所
は
、
浄
居
大
自
在
天
で
あ
っ
て
、
こ
の
娑
婆
世
界
と
は 

 
 
 

縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
仏
で
あ
る
。
念
仏
宗
は
阿
弥
陀
仏
を
一
向
に
拝
し
、
禅
宗
は
、
教
外
別
伝
不
立
文
字
と
立
っ 

 
 
 

て
仏
像
を
た
い
て
尻
を
あ
ぶ
っ
た
奴
が
大
禅
師
と
称
讃
さ
る
、
天
魔
の
所
行
で
あ
る
。
ど
こ
に
も
、
釈
尊
を
あ 

 
 
 
 

が
め
る
宗
旨
宗
派
は
一
つ
も
な
い
で
は
な
い
か
、
故
に
こ
れ
を
称
し
て
釈
尊
の
法
が
滅
し
た
が
故
に
今
は
末
法
の 

 
 
 

時
代
、
無
法
の
時
代
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
末
法
は
如
何
な
る
戒
を
修
す
る
時
代
で
あ
る
か
、
釈
尊
の
法
が
な
く 

 
 
 

な
っ
た
ら
、
如
何
な
る
仏
法
が
、
修
せ
ら
れ
る
か
を
御
存
知
あ
る
ま
い
、
御
存
知
な
け
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
日
蓮
は 
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建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
以
来
、
今
日
ま
で
二
十
年
間
叫
び
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
」  

「
早
く
、
酒
を
の
ん
で
も
よ
い
話
に
し
て
く
れ
、
今
夜
か
ら
で
も
、
お
う
っ
ぴ
ら
で
、
日
蓮
流
で
呑
も
う
と
思
っ 

 
 
 

て
い
る
の
だ
。
酒
の
話
を
た
の
む
ぞ
」 

 

昨
夜
の
寒
さ
し
の
ぎ
の
た
め
、
の
ん
だ
と
み
え
る
、
か
ら
の
一
升
樽
を
右
手
に
も
っ
て
、
左
右
に
ふ
り
な
が
ら 

 
 
 

の
質
問
者
で
あ
る
。 

 

思
わ
ず
、
笑
い
声
が
諸
処
方
々
に
起
っ
た
。 

  

「
三
世
を
知
る
を
仏
と
申
す
、
釈
尊
は
未
来
を
考
え
ら
れ
て
、
我
が
滅
後
正
法
一
千
年
、
像
法
一
千
年
、
末
法
一 

 
 
 

万
年
と
さ
だ
め
ら
れ
我
が
滅
度
の
後
の
次
の
日
よ
り
正
法
五
百
年
の
間
は
一
向
小
乗
教
を
弘
通
す
べ
し
、
後
の
五 

 
 
 

百
年
は
権
大
乗
、
像
法
一
千
年
の
内
に
は
仏
法
漸
く
漢
土
日
本
に
渡
り
き
た
る
、
と
申
さ
れ
た
。
故
に
富ふ

楼る

那な

尊 
 
 
 

者
が
、
維ゆ

い

摩ま

に
向
っ
て
二
百
五
十
戒
を
説
い
た
と
こ
ろ
、
維
摩
は
穢
食
を
宝
器
に
置
く
こ
と
な
か
れ
と
こ
れ
を
難
詰 

 

し
、
オ
ウ
ク
ツ
マ
ラ
（
人
名
）
は
文
殊
に
小
乗
戒
を
批
評
し
て
、
「
鳴
呼

あ

あ

、
蚊
蛃

も
ん
ぜ
い

の
ゆ
く
え
と
、
大
乗
空
の
理
を 

 
 
 

知
ら
ず
」
と
叫
ん
だ
、
今
末
法
に
入
っ
て
は
、
法
華
経
の
大
乗
教
の
み
流
布
の
時
代
で
あ
る
。
五
戒
を
た
も
つ
の 

 
 
 

二
百
五
十
戒
を
た
も
つ
の
と
誇
称
す
る
奴
輩
は
、
市
に
虎
を
放
な
す
が
如
し
と
言
う
言
葉
す
ら
あ
る
。
酒
は
の
ん 

 
 
 

で
も
よ
ろ
し
い
、
但
し
酒
に
の
ま
れ
て
は
な
ら
ん
、
こ
れ
日
蓮
が
弟
子
達
に
常
に
言
い
き
か
す
言
葉
で
あ
る
。
ど 
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う
じ
ゃ
、
か
ら
の
酒
樽
な
ぞ
い
く
ら
ふ
っ
て
も
中
味
が
な
け
れ
ば
、
つ
ま
ら
ん
ぞ
」 

 
ど
っ
と
笑
い
声
が
、
緊
張
し
た
、
問
答
の
庭
に
上
っ
た
。 

「
さ
て
、
酒
を
の
ん
で
も
よ
い
理
屈
は
、
わ
か
っ
た
ろ
う
が
、
こ
れ
は
日
蓮
が
、
大
乗
の
戒
を
持
つ
が
故
に
酒
を 

 
 
 

の
ん
で
も
よ
い
の
だ
、
嬉
れ
し
そ
う
に
笑
い
な
が
ら
、
日
蓮
が
顔
を
な
が
め
て
い
て
も
、
こ
の
塚
原
の
山
野
に
あ 

 
 
 

つ
ま
っ
た
律
宗
は
勿
論
の
こ
と
だ
が
、
念
仏
宗
、
禅
宗
、
真
言
宗
の
人
々
は
、
酒
は
一
滴
た
り
と
も
口
に
す
る
資 

 
 
 

格
が
な
い
の
だ
」 

「
な
ん
だ
と
、
自
分
は
の
ん
で
も
、
他
人
は
の
ん
で
は
な
ら
ぬ
と
は
驚
ろ
い
た
。
ぬ
す
っ
と
酒
の
猩
々
坊
主
、
何 

 
 
 

故
だ
、
話
し
て
み
ろ
」 

 

口
々
に
意
外
と
思
う
心
を
こ
め
て
、
連
呼
し
た
。 

「
さ
れ
ば
さ
あ
、
念
禅
真
言
等
々
の
僧
侶
は
大
乗
の
教
を
修
行
す
る
僧
侶
で
は
な
い
か
ら
だ
」 

「
な
ん
だ
と
、
真
言
宗
が
、
大
乗
の
教
で
な
い
と
は
い
か
か
る
経
文
に
あ
る
」 

「
禅
宗
を
。
日
蓮
、
汝
は
小
乗
教
と
み
な
す
の
か
」 

「
馬
鹿
々
々
し
い
、
南
無
阿
弥
陀
仏
こ
そ
、
末
法
に
於
け
る
唯
一
の
大
乗
の
教
で
は
な
い
か
」 

 

各
宗
そ
れ
ぞ
れ
に
口
を
極
め
て
、
名
乗
り
を
あ
げ
た
の
は
無
理
も
な
か
っ
た
。 

 

大
聖
人
は
、
に
っ
こ
り
笑
っ
て
、
そ
の
人
々
を
み
る
と
、
次
の
如
く
言
い
放
っ
た
。 

「
如
何
に
も
、
念
禅
真
言
、
律
宗
は
言
う
迄
も
な
く
こ
れ
を
習
う
人
々
は
、
こ
の
日
蓮
は
小
乗
教
と
断
定
す
る 
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ぞ
」 

「
何
故
だ
」 

「
何
故
だ
」 

「
ど
う
し
て
だ
」 

「
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
る
か
」 

 

塚
原
の
山
野
に
こ
だ
ま
す
る
声
は
、
先
き
程
の
笑
い
顔
ど
こ
ろ
か
、
殺
気
を
感
ず
る
、
問
答
の
庭
と
な
り
は
て 

 
 

た
。
後
年
、
こ
の
塚
原
の
問
答
に
、
安
土
問
答
と
東
海
寺
問
答
（
東
京
品
川
区
に
あ
る
）
と
を
以
っ
て
、
天
下
三 

 
 
 

問
答
と
称
す
る
の
も
、
む
べ
な
る
か
な
と
言
い
た
い
程
の
、
緊
迫
し
た
空
気
が
流
れ
始
め
て
い
た
。 

 

大
聖
人
は
、
群
盲
な
に
も
の
ぞ
と
ば
か
り
、
雄
然
と
し
て
口
を
開
か
れ
た
。 

「
騒
ぎ
た
て
る
諸
僧
達
は
、
僧
侶
に
な
る
時
に
は
必
ら
ず
受
戒
を
し
て
僧
侶
に
な
っ
た
ろ
う
。
も
し
、
受
戒
せ
ず 

 
 
 

し
て
僧
侶
に
な
っ
た
と
言
う
も
の
は
、
こ
の
公
式
の
問
答
の
場
に
お
い
て
は
、
日
蓮
と
口
を
き
け
る
も
の
で
は
な 

 
 

い
。
税
金
の
が
れ
、
労
役
の
が
れ
、
借
銭
の
が
れ
に
近
頃
は
頭
を
丸
め
て
、
僧
侶
に
な
り
す
ま
し
て
お
る
も
の
が 

 
 
 

あ
る
が
、
こ
れ
は
、
僧
侶
の
数
に
は
入
ら
な
い
こ
と
は
諸
僧
も
み
と
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
、
世
も
末
に
な
れ 

 
 

ば
妻
子
を
帯
せ
る
僧
も
お
れ
ば
、
魚
島
を
く
ら
う
僧
侶
も
お
る
、
そ
ん
な
ち
い
さ
な
こ
と
は
日
蓮
は
問
う
の
で
は 

 
 
 

な
い
。
貴
僧
達
は
必
ら
ず
戒
を
受
け
て
僧
侶
に
な
っ
て
お
る
。
特
に
真
言
宗
、
念
仏
宗
の
人
々
に
き
こ
う
で
は
な 

 
 
 

い
か
。
何
処
で
一
体
受
戒
を
な
さ
れ
て
僧
侶
と
な
っ
た
の
か
、
何
処
の
戒
壇
で
戒
を
受
け
て
僧
侶
の
資
格
を
と
ら 
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れ
た
か
、
さ
あ
さ
あ
、
す
み
や
か
に
御
返
答
あ
れ
」 

 
真
言
宗
の
真
観
と
名
乗
っ
た
、
僧
侶
や
、
明
ら
か
に
良
観
の
弟
子
達
で
、
こ
の
問
答
を
企
て
た
背
後
の
有
力
な 

 
 
 

僧
侶
達
と
思
わ
れ
る
方
面
に
、
大
聖
人
が
、
眼
を
む
け
ら
れ
た
が
、
敢
て
一
問
の
返
答
も
な
か
っ
た
。 

「
御
返
答
が
な
い
の
で
、
失
礼
な
が
ら
、
日
蓮
坊
が
自
問
自
答
致
そ
う
、
先
ず
大
半
の
僧
侶
達
は
、
奈
良
東
大
寺 

 
 
 

の
戒
壇
に
登
ら
れ
て
戒
を
う
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
外
な
ら
ば
筑
前
太
宰
府
の
観
音
寺
か
、
下
野
の
薬
師
寺 

 
 
 

の
戒
壇
に
お
い
て
、
受
戒
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
さ
す
れ
ば
、
東
大
寺
、
観
音
寺
、
薬
師
寺
の
三
ヶ
寺
の
授
戒 

 
 
 

は
、
小
乗
戒
の
授
戒
で
あ
っ
て
、
大
乗
戒
の
授
戒
の
戒
壇
で
は
な
い
。
念
仏
宗
と
申
し
、
真
言
宗
と
申
す
は
、
大
乗 

 
 

の
教
た
る
こ
と
は
、
日
蓮
も
一
応
み
と
め
申
そ
う
が
、
そ
の
大
乗
を
気
ど
る
処
の
僧
侶
達
が
、
何
故
に
、
小
乗
の 

 
 
 

戒
を
受
け
て
、
僧
侶
と
な
ら
れ
た
の
か
、
そ
こ
迄
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
と
申
し
た
い
の
か
、
だ
か
ら
、
日
蓮
の 

 
 
 

眼
か
ら
み
れ
ば
、
貴
僧
達
は
小
乗
教
の
授
戒
を
う
け
た
の
だ
か
ら
、
口
で
よ
む
経
は
大
乗
だ
と
申
し
て
も
、
戒
は 

 
 
 

小
乗
戒
を
授
戒
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
日
蓮
が
如
く
、
酒
を
の
ん
で
は
な
ら
ぬ
の
だ
。
不
飲
酒
戒
を
た
も
っ 

 
 
 

て
、
酒
を
み
て
も
、
仏
は
仏
で
も
、
喉
仏
を
な
ら
す
だ
け
で
が
ま
ん
せ
ね
ば
な
ら
ん
の
だ
、
日
蓮
だ
け
が
酒
を
の 

 
 
 

め
る
理
屈
が
わ
か
っ
た
か
」 

 

塚
原
三
百
人
の
僧
達
は
、
た
だ
く
や
し
く
て
、
何
に
も
言
え
ぬ
の
が
残
念
だ
と
、
か
す
か
な
た
め
い
き
が
、
そ 

 
 
 

こ
こ
こ
に
き
こ
え
る
の
で
あ
っ
た
。 
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「
人
皇
二
十
九
代
欽
明
天
皇
の
朝
に
仏
教
が
、
我
が
日
本
の
国
に
渡
来
し
て
よ
り
、
孝
謙
天
皇
四
十
六
代
に
至 

 
 
 

る
、
二
百
年
間
と
い
う
も
の
は
、
我
が
国
で
は
授
戒
す
る
作
法
を
正
式
に
行
な
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ 

 
 

る
。
そ
の
理
由
は
小
乗
教
の
授
戒
法
が
非
常
に
厳
重
な
規
則
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
小
乗
教
の
授
戒
法
は
三
師
七 

 
 
 
 

証
（
註
二
）
、
が
そ
ろ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
故
に
、
孝
謙
天
皇
の
御
代
に
鑑
真
和
尚
（
註 

 
 

三
）
が
、
我
が
朝
に
来
朝
し
て
、
勅
命
を
も
っ
て
、
東
大
寺
の
仏
前
に
戒
壇
を
つ
く
り
、
聖
武
天
皇
、
光
明
天
皇
、 

 
 

皇
太
子
登
壇
し
て
菩
薩
戒
を
う
け
、
そ
の
他
五
百
人
の
道
俗
が
登
壇
し
て
比
丘
戒
（
註
四
）
、
ウ
バ
ソ
ク
戒
（
註 

 
 

五
）
を
受
け
、
天
平
宝
宇
五
年
正
月
に
、
東
大
寺
の
戒
壇
を
、
下
野
の
薬
師
寺
（
現
在
な
し
）
と
、
筑
紫
の
観
世 

 
 
 

音
寺
と
に
分
置
し
、
東
国
の
者
は
薬
師
寺
に
登
り
、
西
国
の
者
は
観
世
音
寺
の
戒
壇
に
登
っ
て
受
戒
す
る
こ
と
に 

 
 
 

定
め
ら
れ
、
宗
学
に
つ
い
て
は
小
乗
大
乗
の
区
別
は
あ
っ
て
も
、
全
国
の
僧
侶
は
、
皆
な
東
大
寺
の
戒
弟
で
あ
っ 

 
 

た
。
そ
れ
は
、
薬
師
寺
と
観
世
音
寺
の
戒
壇
は
、
東
大
寺
の
戒
壇
の
分
置
、
即
ち
出
張
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ 

 
 
 

て
、
以
上
が
、
伝
教
大
師
が
叡
山
に
法
華
経
迩
門
の
戒
壇
を
建
立
す
る
迄
の
、
日
本
の
僧
侶
の
授
戒
の
様
式
で
あ 

 
 
 

っ
た
。
然
る
に
、
伝
教
大
師
は
、
大
乗
の
仏
教
を
修
学
す
る
も
の
が
、
東
大
寺
の
小
乗
戒
を
受
け
る
こ
と
の
矛
盾 

 
 
 

を
考
え
ら
れ
て
、
つ
い
に
弘
仁
九
年
の
十
二
月
に
、 

「
我
が
天
台
の
祖
師
で
あ
る
南
岳
大
師
、
天
台
大
師
は
、
昔
生
に
印
度
の
霊
鷲
山
に
お
い
て
、
大
聖
釈
尊
よ
り
親
し 

 
 

く
法
華
経
の
説
法
を
き
き
、
菩
薩
の
三
聚
浄
戒
を
う
け
ら
れ
た
。
而
し
て
菩
薩
の
三
聚
浄
戒
は
師
資
次
第
に
相
伝 
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し
て
我
れ
最
澄
に
及
ん
で
い
る
。
我
れ
常
に
一
切
の
聖
教
を
閲
す
る
に
、
小
乗
の
声
聞
僧
及
び
声
聞
戒
の
外
に
、 

 
 
 

大
乗
の
菩
薩
僧
と
菩
薩
戒
と
あ
り
、
又
専
ら
大
乗
教
に
よ
り
て
少
し
も
心
を
小
乗
に
向
け
ざ
る
一
向
大
乗
の
人
と
、 

 
 

専
ら
小
乗
教
に
の
み
依
り
て
毫
も
心
を
大
乗
の
方
に
む
け
ざ
る
一
向
小
乗
の
人
と
が
あ
る
。
今
我
が
宗
の
学
生 

 
 
 

は
、
大
乗
の
戒
定
慧
に
よ
っ
て
修
行
せ
し
め
、
な
が
く
小
乗
下
劣
の
修
行
を
離
れ
し
め
ん
」
（
註
六
）
と
断
言
せ 

 
 
 

ら
れ
て
、
自
ら
三
宝
の
御
前
に
誓
っ
て
、
か
つ
て
延
丁
四
年
東
大
寺
の
戒
壇
に
登
っ
て
受
け
ら
れ
た
、
四
分
律
の 

 
 
 

二
百
五
十
戒
を
断
呼
す
て
ら
れ
て
、
叡
山
三
千
人
の
僧
侶
に
さ
と
し
て
「
今
よ
り
以
後
声
聞
の
利
益
を
受
け
ず
、 

 
 
 

永
く
小
乗
の
威
儀
に
そ
む
く
べ
し
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
教
大
師
の
志
を
可
と
せ
ら
れ
て
嵯
峨
天
皇 

 
 
 

は
伝
教
大
師
入
滅
の
日
よ
り
七
日
後
、
即
ち
弘
仁
十
三
年
六
月
十
一
日
、
治
部
省
の
官
符
を
も
っ
て
叡
山
に
、
大 

 
 
 

乗
戒
壇
が
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
釈
尊
滅
後
、
一
千
八
百
余
年
が
間
、
印
度
、
支
那
、
否
一
閻
浮
提
第
一 

 
 

（
註
七
）
に
い
ま
だ
か
っ
て
な
か
っ
た
所
の
霊
山
の
大
戒
が
、
日
本
国
に
始
め
て
創
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
伝 

 
 
 

教
大
師
の
功
を
論
ず
れ
ば
竜
樹
天
親
に
も
こ
え
、
天
台
妙
楽
に
す
ぐ
れ
て
お
わ
す
聖
人
で
あ
る
と
申
さ
れ
ば
な
ら 

 
 
 

な
い
。
こ
の
戒
壇
建
立
に
つ
い
て
は
、
延
歴
二
十
一
年
正
月
十
九
日
、
天
皇
自
ら
、
京
の
高
雄
寺
に
行
幸
せ
ら
れ
、 

 
 

そ
の
御
前
に
於
い
て
、
伝
教
大
師
と
南
都
七
大
寺
の
碩
学
勤
操
、
長
耀
等
十
四
人
等
と
、
法
門
に
よ
っ
て
勝
敗
を 

 
 
 

決
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
建
立
せ
ら
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
然
し
、
只
今
は
仏
法
に
お
け
る
如 

 
 
 

何
な
る
時
代
で
あ
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
年
は
伝
教
大
師
滅
後
三
百
五
十
年
、
す
で
に
時
代
は
、
仏
説 

 
 
 

の
如
く
末
法
で
あ
る
。
末
法
に
お
い
て
は
、
法
華
経
の
み
流
布
す
る
の
時
で
あ
る
こ
と
は
仏
も
法
華
経
に
と
か
れ 
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て
お
る
が
、
天
台
大
師
は
遠
く
妙
道
に
う
る
お
わ
ん
と
言
わ
れ
、
伝
教
大
師
は
末
法
は
な
は
だ
近
き
に
あ
り
と
言 

 
 
 

わ
れ
て
、
法
華
経
一
経
の
み
の
流
布
の
時
代
を
恋
い
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
末
法
に
入
っ
て
正
に
仏
滅
後
二
千
二 

 
 
 

百
余
年
で
あ
り
、
法
華
一
経
の
み
流
布
の
時
で
あ
る
。
さ
て
さ
て
各
々
、
長
い
長
い
談
議
で
、
お
つ
か
れ
だ
っ
た 

 
 
 

ろ
う
が
、
日
蓮
が
酒
を
た
し
な
む
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
話
だ
。
そ
し
て
、
貴
僧
達
が
、
何
故
、
酒
樽
を
み
て
も
、
表 

 
 

む
き
は
喉
仏
が
念
仏
の
鐘
を
叩
た
く
よ
う
に
の
み
た
く
と
も
、
呑
め
ぬ
道
理
は
、
末
法
流
布
の
法
華
経
に
そ
む
く 

 
 
 

が
故
に
酒
を
の
め
ぬ
の
じ
や
。
た
と
え
ば
十
重
禁
戒
の
第
五
を
あ
げ
よ
う
か
、
不
飲
酒
戒
と
は
、
爾
前
の
諸
経
の
意 

 

は
、
仏
は
不
飲
酒
を
た
も
つ
と
説
け
り
、
然
か
れ
ど
も
、
法
華
経
の
心
は
爾
前
の
仏
は
飲
酒
第
一
な
り
、
ゆ
え
は 

 
 
 

い
か
ん
、
爾
前
の
仏
は
一
住
世
間
の
不
飲
酒
戒
を
た
も
つ
に
に
た
り
と
雖
も
、
未
だ
出
世
の
不
飲
酒
戒
を
た
も
た 

 
 

ず
、
二
乗
閣
提
等
の
九
界
の
衆
生
を
し
て
無
明
の
酒
を
の
ま
せ
て
成
仏
せ
し
め
ず
、
能
化
の
仏
い
ま
だ
飲
酒
罪
を 

 
 
 

ま
ぬ
が
れ
ず
、
い
わ
ん
や
所
化
の
弟
子
を
や
。
然
る
に
法
華
経
は
悉
く
成
仏
せ
し
む
。
今
身
よ
り
仏
身
に
至
る
ま 

 
 
 

で
爾
前
の
飲
酒
罪
を
す
て
て
法
華
経
寿
量
品
の
久
遠
の
不
飲
酒
戒
を
た
も
つ
や
否
や
と
や
る
ん
だ
、
ど
う
だ
わ
か 

 
 
 

っ
た
か
。
法
華
経
の
功
徳
の
偉
大
さ
を
、
し
か
も
、
堂
々
と
仏
前
に
お
い
て
、
酒
が
の
み
た
け
れ
ば
よ
う
く
き 

 
 
 

け
、
そ
も
そ
も
法
華
経
の
戒
と
は
、
小
乗
の
五
戒
は
勿
論
の
こ
と
、
二
百
五
十
戒
、
並
び
に
梵
網
経
の
十
重
禁
、 

 
 
 

四
十
八
軽
戒
、
華
厳
経
の
十
無
尽
戒
、
瓔
珞
経
の
十
戒
等
を
す
て
て
し
ま
っ
て
、
法
華
本
門
文
底
寿
量
の
下
種
た 

 
 
 

る
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
の
が
、
た
だ
今
、
末
法
に
お
け
る
、
只
一
つ
の
戒
な
の
だ
。
法
華
経
に
是
名
持
戒 

 
 
 

と
説
い
て
お
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
さ
す
の
だ
。
貴
僧
達
こ
そ
、
爾
前
諸
経
の
無
明
の
酒
に
酔
っ
た
る
人
々
と
称 
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す
る
の
だ
、
そ
れ
で
も
酒
を
の
ま
ず
、
五
戒
を
た
も
つ
と
称
す
る
な
れ
ば
、
す
で
に
、
妄
語
罪
を
犯
し
た
人
々
で 

 
 
 

は
な
い
か
、
如
何
だ
、
こ
の
道
理
が
わ
か
ら
ぬ
と
申
す
か
」 

 

（
註
一
） 
法
華
玄
義
、
法
華
文
句
、
摩
詞
止
観 

（
註
二
）  

正
し
く
二
百
五
十
戒
を
受
け
た
人
が
三
人
師
匠
と
な
り
七
名
証
人
と
な
る
の
で
あ
る
。 

（
註
三
）  

唐
の
揚
州
の
人
、
戒
律
を
持
ち
、
我
が
国
に
正
式
の
三
師
七
証
が
そ
ろ
わ
ぬ
こ
と
を
き
き
、
日
本
の

 

入
唐
僧
栄
叡
普
照
の
請
に
よ
り
、
日
本
来
朝
を
企
て
て
か
ら
、
前
後
十
二
年
間
か
か
っ
て
来
朝
し
た
。 

 

日
本
に
き
た
時
に
は
、
す
で
に
盲
目
に
な
っ
て
い
た
の
は
有
名
な
話 

（
註
四
）  

具
足
戒
、
二
百
五
十
戒
を
言
う
。 

（
註
五
）  

五
戒
、
即
ち
、
不
殺
不
盗
不
邪
淫
不
妄
語
不
飲
酒
を
言
う
。 

（
註
六
）  

伝
教
大
師
の
一
心
戒
文
上
の
文 

（
註
七
）  

世
界
第
一
の
こ
と
。 

六 

塚
原
三
百
人
の
僧
侶
は
、
無
明
の
酒
に
酔
い
し
れ
た
、
し
か
も
、
自
ら
大
乗
の
教
を
修
行
す
る
と
も
、
小
乗
戒 

 
 
 



 

66 
 

を
授
戒
し
て
、
僧
侶
と
な
っ
た
が
故
に
、
す
べ
て
こ
れ
、
小
乗
教
の
徒
に
し
て
、
大
乗
法
華
経
を
行
ず
る
大
聖
人 

 
 
 

と
は
、
言
わ
ば
、
問
答
を
す
る
資
格
は
な
い
ぞ
と
き
め
つ
け
ら
れ
て
、
も
は
や
、
一
言
も
発
す
る
僧
は
い
な
か
っ 

 
 

た
。 

 

こ
の
時
、
さ
っ
と
音
が
し
て
、
大
聖
人
の
法
衣
の
袖
に
矢
が
つ
き
さ
さ
っ
た
。
場
内
は
、
わ
あ
っ
と
騒
然
と
な 

 
 

り
、
一
瞬
の
後
無
気
味
な
静
け
さ
が
湧
い
た
。
誰
し
も
二
の
矢
を
期
待
し
て
い
た
。
だ
が
大
聖
人
は
、
静
か
に
、 

「
南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

々
々
々
々
々
々
々
」 

と
唱
え
始
め
た
。 

 

不
思
議
、
不
思
議
、
そ
の
大
聖
人
の
御
題
目
に
つ
づ
い
て
、 

「
南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

南
無
妙
法
蓮
華
経 
 

 

南
無
妙
法
蓮
華
経
」 

と
唱
和
す
る
声
が
、
こ
の
塚
原
の
山
野
の
此
処
彼
処
に
起
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

阿
仏
房
夫
妻
の
唱
題
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
ど
う
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
念
仏
の
人
々
の
口
か
ら
も
唱
え
ら 

 
 

れ
た
、
題
目
の
声
も
ま
じ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
唱
題
の
力
強
さ
が
あ
る
筈 

 
 
 

が
な
い
。 
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こ
の
時
で
あ
る
。 

 
地
頭
本
間
六
郎
左
衛
門
の
大
声
叱
咤
が
あ
っ
た
。 

「
本
日
、
塚
原
の
問
答
は
、
こ
れ
に
て
終
り
と
す
る
。
但
し
、
異
議
あ
る
も
の
は
、
問
答
を
つ
づ
け
て
さ
し
つ
か 

 
 
 

え
は
な
い
ぞ…

…

」 

 

二
の
矢
は
大
聖
人
を
め
が
け
て
、
つ
い
に
飛
ん
で
は
こ
な
か
っ
た
。 

「
な
い
と
み
え
る
な
、
質
問
者
は
お
ら
ん
な
、
で
は
、
こ
の
問
答
、
こ
れ
で
終
る
」 

 

六
郎
左
衛
門
が
合
図
を
す
る
と
、
家
来
の
者
ど
も
が
、
六
尺
棒
を
も
っ
て
、
ば
ら
ば
ら
と
大
聖
人
の
前
に
す
す 

 
 
 

み
出
る
と
、 

「
問
答
は
終
っ
た
ぞ
、
さ
あ
さ
あ
即
刻
に
退
散
退
散
々
々
」 

「
退
散
せ
ぬ
も
の
は
、
害
心
の
あ
る
も
の
と
み
て
、
ひ
っ
か
ら
め
て
、
み
せ
る
ぞ
」 

「
ち
れ
ち
れ
ち
れ
」 

 

六
郎
左
衛
門
の
家
来
が
、
ど
な
り
ち
ら
し
て
、
六
尺
棒
を
ふ
り
ま
わ
し
て
歩
る
く
の
で
、
さ
す
が
に
、
あ
れ
程 

 
 
 

い
た
人
数
も
み
る
み
る
退
散
し
て
し
ま
っ
た
。 

 

今
迄
こ
こ
で
、
問
答
が
あ
っ
た
の
か
と
疑
う
程
の
、
不
思
議
の
よ
う
な
し
づ
け
さ
が
残
る
の
み
で
あ
っ
た
。 

 

六
郎
左
衛
門
の
五
、
六
人
の
家
来
が
、
念
仏
宗
の
数
珠
を
六
尺
棒
に
い
く
つ
も
い
く
つ
も
ひ
っ
か
け
て
、
戦
利 

 
 
 

品
の
よ
う
に
も
っ
て
き
た
。 
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「
大
聖
人
さ
ま…

…

」 

 
本
間
家
の
家
来
の
一
人
が
大
聖
人
に
声
を
か
け
た
。 

「
念
仏
の
数
珠
が
、
こ
ん
な
に
落
ち
て
お
り
ま
し
た
。
ま
あ
ま
あ
戦
争
で
言
え
ば
、
敵
の
首
を
と
っ
た
よ
う
な
も 

 
 
 

の
で
、
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」 

「
本
日
の
問
答
、
誠
に
御
見
事
で
ご
ざ
し
ま
し
た
。
私
も
只
今
よ
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
申
し
ま
す
ま
い
。
は 

 
 
 

い
、
私
の
数
珠
も
、
こ
れ
こ
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

と
言
う
と
、
腰
袋
か
ら
数
珠
を
と
り
出
し
て
、 

「
お
う
い
、
そ
の
戦
利
品
を
火
葬
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
、
皆
の
も
の
こ
こ
に
も
っ
て
こ
い
」 

「
そ
う
だ
そ
う
だ
」 

と
五
、
六
人
の
家
来
が
、
捨
て
て
あ
っ
た
数
珠
を
あ
つ
め
る
と
、
杉
の
枯
葉
を
さ
が
し
て
き
て
、
や
が
て
そ
れ
に
火 

 
 

を
放
っ
た
。
く
す
ぶ
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
、
そ
れ
は
燃
え
だ
し
た
が
、
手
脂
の
し
み
こ
ん
だ
念
珠
と
み
え
て
、 

 
 
 

人
を
焼
く
よ
う
な
、
い
や
な
匂
い
で
あ
っ
た
。 

「
こ
れ
は
妙
だ
。
本
当
に
討
死
し
た
も
の
を
焼
く
よ
う
な
匂
い
が
す
る
。
死し

人び
と

の
匂
い
だ
。
く
さ
い
」 

「
ナ
ン
マ
ン
ダ
、
ナ
ン
マ
ン
ダ
」 

「
馬
鹿
野
郎
」 

と
ナ
ン
マ
ン
ダ
を
、
唱
え
た
家
来
が
、
横
面
を
な
ぐ
ら
れ
た
。 
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「
な
ん
で
、
な
ぐ
る
」 

「
ナ
ン
マ
ン
ダ
を
言
う
く
ら
い
な
ら
、
そ
の
数
珠
に
、
火
を
つ
け
る
な…
…

」 

「
そ
う
そ
う
今
日
か
ら
は
、
唱
え
事
が
変
っ
た
ん
だ
」 

「
そ
う
だ
ろ
う
」 

「
ナ
ン
ミ
ョ
ウ
ホ
ウ
レ
ン
ゲ
キ
ョ
ウ
々
々
」 

「
そ
う
だ
。
俺
も
南
無
妙
法
蓮
華
経
だ
」 

 

家
来
た
ち
も
、
唱
題
し
な
が
ら
の
後
始
末
で
あ
っ
た
。 

   

佐
渡
の
代
官
、
本
間
六
郎
左
衛
門
は
、
家
来
が
、
一
勢
に
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
の
を
、
に
が
に
が
し 

 
 
 

い
顔
で
き
き
な
が
ら
、
問
答
の
あ
っ
た
塚
原
の
大
庭
を
従
者
一
人
つ
れ
て
、
黙
然
と
し
て
去
り
ゆ
こ
う
と
し
た
時 

 
 
 

で
あ
る
。 

「
本
間
六
郎
左
衛
門
尉
殿
、
暫
ら
く
暫
ら
く
」 

 

大
聖
人
が
、
大
き
な
声
で
呼
び
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

不
動
金
縛
の
術
に
で
も
か
か
っ
た
か
の
如
く
、
六
郎
左
衛
門
の
体
躯

か

ら

だ

は
ぴ
っ
た
り
と
と
ま
っ
た
。 

「
日
蓮
、
不
思
議
を
一
つ
申
し
て
み
よ
う
か
」 
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大
聖
人
の
御
言
葉
で
あ
っ
た
。 

「
不
思
議
を
申
す
と
は…

…

」 

「
さ
れ
ば
、
御
貴
殿
は
い
つ
頃
鎌
倉
に
の
ぼ
ら
れ
ま
す
か…

…

」 

「
な
ん
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
尋
ね
る
の
で
す
か…

…

」 

「
さ
れ
ば
、
本
間
六
郎
左
衛
門
尉
殿
を
、
ま
こ
と
の
武
士
と
思
っ
て
た
ず
ね
た
の
で
す
」 

「
ま
こ
と
の
武
士
と
言
わ
れ
た
な
あ
」 

「
さ
よ
う
」 

「
無
礼
な
り
日
蓮
法
師
、
い
や
し
く
も
、
武
蔵
守
宣
時
殿
の
信
任
を
え
て
、
こ
の
佐
渡
一
国
の
代
官
職
を
御
奉
公 

 
 
 

す
る
、
本
間
六
郎
左
衛
門
、
ま
こ
と
の
武
士
で
な
く
て
、
ど
う
し
て
務
ま
る
か
、
言
葉
の
強
い
の
は
、
日
蓮
法
師 

 
 
 

の
く
せ
と
は
言
え
、
そ
の
口
が
災
を
自
か
ら
招
い
て
お
る
と
は
、
名
僧
で
も
、
お
気
づ
き
に
な
ら
ん
と
は
、
残
念 

 
 
 

至
極…

…

」 

「
い
や
、
こ
れ
は
御
立
腹
を
項
戴
し
て
、
恐
縮
至
極
で
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
六
郎
左
衛
門
殿
を
、
ま
こ
と
の 

 
 
 

武
士
と
思
っ
て
、
不
思
議
を
一
つ
申
し
き
か
せ
よ
う
と
、
思
う
の
で
す
。
本
日
の
問
答
の
御
世
話
か
た
じ
け
な
く 

 
 
 

思
っ
て
の
こ
と
で
す
」 

「
御
心
底
わ
か
り
ま
し
た
。
鎌
倉
に
上
る
の
は
、
百
姓
ど
も
に
、
農
を
さ
せ
ま
し
て
、
七
月
頃
に
致
そ
う
か
と
思 

 
 
 

っ
て
お
り
ま
す
」 
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「
六
郎
左
衛
門
殿
、
失
礼
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
腰
に
帯
び
て
お
る
も
の
は
、
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
か…

…

」  
「
言
わ
ず
と
し
れ
た
武
士
の
魂
で
ご
ざ
る
」 

 

六
郎
左
衛
門
は
、
ま
た
、
大
聖
人
か
ら
強
言
を
き
か
さ
れ
る
と
思
い
、
思
わ
ず
力
を
い
れ
て
言
い
き
っ
た
。 

「
弓
箭󠄀

ゆ

み

や

と
る
も
の
は
、
い
ざ
鎌
倉
と
い
う
時
に
、
も
の
の
役
に
た
っ
て
こ
そ
、
日
頃
の
所
領
を
賜
わ
っ
て
お
る
は 

 
 
 

ず
で
、
百
姓
に
農
を
さ
せ
る
た
め
に
、
大
小
を
帯
し
て
は
お
ら
な
い
こ
と
は
御
承
知
と
思
う
」 

「
そ
の
よ
う
な
用
心
は
六
郎
左
衛
門
、
常
に
致
し
て
お
る
、
日
蓮
法
師
お
だ
ま
り
下
さ
い
」 

「
だ
ま
り
ま
せ
ん
。
い
ざ
鎌
倉
と
な
っ
て
か
ら
鎌
倉
に
上
っ
て
な
ん
の
役
に
た
ち
ま
す
か
、
六
日
の
菖
蒲

あ

や

め

十
日
の 

 
 
 

菊
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
合
戦
の
起
ら
ぬ
う
ち
に
鎌
倉
に
登
っ
て
、
高
名
を
立
て
て
所
領
を
た
ま
わ
る
気
は
ご
ざ 

 
 
 

ら
ん
か
。
本
間
六
郎
左
衛
門
と
言
え
ば
、
相
模
の
国
で
は
、
中
々
由
緒
あ
る
武
士
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
合
戦
に 

 
 
 

お
く
れ
た
ら
ば
、
末
代
迄
の
恥
辱
こ
れ
に
す
ぎ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
ぞ
」 

「
で
は
、
合
戦
が
、
日
蓮
法
師
、
鎌
倉
に
で
も
、
起
き
る
と
申
さ
れ
ま
す
か…

…

」 

「
さ
よ
う
」 

「
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
」 

「
起
り
ま
す
ぞ
、
必
ら
ず
起
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
不
思
議
を
一
つ
申
し
て
み
ま
し
ょ
う
、
と
言
っ
て
お
引
き
と
ど 

 
 
 

め
し
た
の
で
す
。
合
点
が
な
り
ま
せ
ん
か
」 

「
合
点
が
な
り
ま
せ
ん
」 
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「
日
蓮
は
日
本
の
人
の
魂
で
あ
り
、
日
本
の
柱
で
あ
り
ま
す
ぞ
。
こ
の
日
蓮
を
、
斬
首
せ
ん
と
し
、
果
た
さ
ず
し 

 
 

て
、
こ
の
佐
渡
の
島
に
配
流
さ
せ
た
。
故
に
、
こ
の
罪
に
よ
っ
て
、
北
条
一
門
に
同
志
討
ち
が
必
ら
ず
起
き
る
と 

 
 
 

申
し
、
次
ぎ
に
は
他
国
よ
り
こ
の
国
を
攻
め
る
の
難
が
必
ら
ず
き
た
る
と
、
立
正
安
国
論
に
書
き
と
ど
め
た
の
で 

 
 

す
。
同
志
討
ち
す
る
こ
と
を
自じ

界か
い

叛󠄀

逆

ほ
ん
ぎ
ゃ
く

の
難
と
言
い
、
他
国
か
ら
、
こ
の
日
本
国
を
せ
め
る
こ
と
を
、
他た

国こ
く

侵し
ん

逼ぴ
つ 

 
 
 

の
難
と
言
う
の
で
す
。
そ
の
自
界
叛󠄀
逆
の
難
が
、
日
蓮
流
罪
後
百
日
後
に
起
こ
る
と
、
日
蓮
は
鎌
倉
で
予
言
し
ま 

 
 
 

し
た
が
、
そ
の
自
界
叛󠄀
逆
の
難
が
、
近
く
起
こ
る
。
そ
れ
故
鎌
倉
に
急
ぎ
急
ぎ
上
り
た
ま
え
と
、
六
郎
左
衛
門 

 
 
 

尉
、
私
は
す
す
め
て
お
る
の
だ
」 

「
わ
か
り
ま
せ
ん
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
日
蓮
法
師
、
私
も
佐
渡
一
国
の
代
官
、
流
罪
の
僧
の
言
葉
に
動
か
さ
れ 

 
 
 

て
、
鎌
倉
に
上
る
こ
と
は
、
出
来
か
ね
ま
す
。
御
免
っ
」 

 

六
郎
左
衛
門
尉
は
、
く
る
り
と
背
を
大
聖
人
に
む
け
る
と
自
分
の
屋
敷
に
向
っ
て
、
歩
を
す
す
め
た
。 

念
仏
の
数
珠
を
焼
い
た
先
程
の
煙
が
、
火
勢
が
お
と
ろ
え
て
、
今
は
一
本
の
筋
の
よ
う
に
な
っ
て
、
ま
っ
す
ぐ 

 
 
 

に
大
聖
人
の
前
に
立
ち
の
ぼ
っ
て
い
た
。
大
聖
人
も
寂
然
と
し
て
、
塚
原
の
三
昧
堂
に
む
か
っ
て
脚
を
む
け
る
の 

 
 
 

だ
っ
た
。 

 

文
永
九
年
二
月
十
五
日
、
京
の
南
六
波
羅
探
題
、
北
条
時
輔
は
、
弟
の
北
条
時
宗
の
密
命
に
よ
り
、
北
の
六
波 

 
 
 

羅
探
題
北
条
義
宗
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
。
時
輔
は
時
宗
よ
り
三
つ
年
長
で
、
時
に
二
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
（
註 

 
 
 

一
）
時
輔
は
北
条
時
頼
の
長
男
で
、
時
宗
の
兄
で
あ
っ
た
か
ら
、
執
権
職
は
我
こ
そ
と
思
っ
て
お
っ
た
の
に
、
弟 
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の
時
宗
に
家
督
を
と
ら
れ
、
年
来
悶
々
た
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
逆
心
を
企
て
内
々
そ
の
用
意
あ
り
と
、
時
宗 

 
 
 

に
告
げ
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
義
宗
を
上
落
せ
し
め
て
こ
れ
を
殺
し
た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
で
は
時
輔
の
叛
逆
に
相 

 
 
 

呼
応
し
て
時
宗
を
殺
そ
う
と
ね
ら
っ
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
北
条
一
門
の
、
北
条
公
時

き
ん
と
き

と
北
条
教
時

の
り
と
き

で 
 
 
 

あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
露
見
す
る
こ
と
が
、
時
輔
よ
り
も
早
く
、
公
時
と
教
時
が
一
つ
屋
敷
で
密
談
中
、
時
宗
の
討 

 
 
 

手
が
、
す
き
ま
も
な
く
打
ち
こ
ん
で
、
一
人
も
の
こ
さ
ず
討
ち
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
時
に
文
永
九
年
の
二
月
十 

 
 
 

一
日
で
あ
っ
た
。
自
界
叛
逆
の
難
は
大
聖
人
の
予
一
呂
通
り
、
京
都
に
鎌
倉
に
起
っ
た
の
で
あ
る
。  

 

こ
の
自
界
叛
逆
の
報
ら
せ
は
、
二
月
の
十
八
日
に
佐
渡
の
島
に
つ
い
た
。 

 

本
間
六
郎
左
衛
門
は
あ
わ
て
た
。
直
ち
に
塚
原
の
三
昧
堂
に
か
け
つ
け
て
、
大
聖
人
の
お
顔
を
み
る
と
、 

「
南
無
妙
法
華
蓮
経
」 

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」 

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」 

と
唱
え
つ
つ
、
た
だ
、
涙
を
う
か
べ
て
、
暫
く
は
言
葉
も
な
か
っ
た
。 

「
も
っ
た
い
な
や
、
大
聖
人
さ
ま
、
正
月
十
六
日
の
最
後
の
御
言
葉
を
、
疑
う
よ
り
、
嘲
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、 

 
 
 

三
十
日
も
、
た
た
ず
に
的
中
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
、
蒙
古
国
の
攻
め
き
た
る
こ
と
も
本
当
で
ご
ざ
い
ま
し 

 
 
 

よ
う
。
ま
た
、
念
仏
を
唱
え
れ
ば
、
堕
地
獄
と
い
う
こ
と
も
、
本
当
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
六
郎
左
衛
門
、
今
日 

 
 
 

只
今
よ
り
念
仏
を
申
し
ま
せ
ぬ
。
何
卒
、
お
助
け
下
さ
い
ま
せ
」 
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「
お
わ
か
り
に
な
り
ま
し
た
か
」 

 
大
聖
人
の
や
さ
し
い
声
と
そ
の
微
笑
、
六
郎
左
衛
門
は
、
心
の
中
で
、
噫
々
も
っ
た
い
な
い
。
こ
の
お
方
は
仏 

 
 
 

様
だ
と
き
っ
と
感
じ
と
っ
た
。 

「
大
聖
人
さ
ま
、
こ
こ
は
、
三
昧
堂
と
は
、
う
そ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
牛
や
馬
の
死
ん
だ
の
や
、
罪
人
を
す
て
て
殺 

 
 
 

す
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
六
郎
左
衛
門
の
罪
を
お
赦
る
し
下
さ
い
ま
せ
」 

 

合
掌
し
て
わ
び
る
六
郎
左
衛
門
に
、
大
聖
人
は
声
を
か
け
ら
れ
た
。 

「
六
郎
左
衛
門
殿
、
そ
れ
よ
り
も
、
早
く
早
く
、
鎌
倉
に
急
ぎ
な
さ
れ
、
そ
れ
が
、
武
士
の
習
い
で
は
な
い
の 

 
 
 

か
」 

「
は
い
、
さ
よ
う
い
た
し
ま
す
。
で
も
、
半
か
年
以
上
に
も
わ
た
る
私
の
無
礼
な
所
業
を
何
卒
お
赦
る
し
下
さ
い 

 
 
 

ま
せ
。
そ
の
お
赦
る
し
の
声
を
、
き
か
な
け
れ
ば
、
な
ん
と
し
て
も
、
こ
の
島
か
ら
出
て
ゆ
け
ま
せ
ぬ
」 

「
許
す
も
、
許
さ
ぬ
も
あ
る
も
の
か
、
こ
の
三
昧
堂
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
日
本
第
一
富
め
る
者
が
す
ん
で
お
っ 

 
 

た
、
金
殿
玉
楼
の
地
と
申
し
て
さ
し
つ
か
え
が
な
い
。
そ
れ
よ
り
、
一
刻
も
早
く
、
鎌
倉
に
上
ら
れ
て
、
相
州
武 

 
 
 

士
の
誉
を
き
づ
つ
け
て
は
な
り
ま
せ
ん
ぞ
」 

「
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
大
聖
人
さ
ま…

…

」 

 

本
間
六
郎
左
衛
門
は
、
家
臣
に
、
三
昧
堂
か
ら
、
他
の
適
当
の
地
に
、
大
聖
人
を
お
移
し
す
る
こ
と
を
、
命
ず 

 
 
 

る
と
、
そ
の
夜
、
一
門
を
ひ
き
つ
れ
て
、
早
船
で
鎌
倉
に
む
か
っ
た
の
で
あ
る
。 



 

75 塚 原 問 答 
 

（
註
一
） 

六
波
羅
は
、
京
都
賀
茂
川
の
東
辺
、
北
は
五
条
通
り
、
南
は
六
条
に
あ
っ
た
。 
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