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大
聖
人
鎌
倉
を
去
る 

一 

 

大
聖
人
が
四
月
八
日
、
鎌
倉
の
殿
中
に
お
い
て
、
最
後
に
一
番
強
調
し
た
こ
と
は
、
真
言
宗
に
蒙
古
退
治
を
仰 

 
 
 

せ
つ
け
て
は
な
ら
ぬ
と
言
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
殿
中
問
答
の
評
判
が
、
鎌
倉
の
街
の
人
々
の
口
か
ら 

 
 

口
に
、
語
ら
れ
て
、
な
ん
と
、
日
蓮
と
い
う
坊
さ
ん
は
頑
固
な
人
だ
ろ
う
。
こ
れ
で
は
、
佐
渡
に
四
か
年
流
し
て 

 
 
 

お
い
た
の
が
無
駄
だ
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
流
し
て
お
け
ば
、
そ
の
強
情
が
な
お
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
、
評
判
を
し
て 

 
 

い
る
最
中
の
四
月
八
日
か
ら
、
二
日
目
の
四
月
十
日
に
、
幕
府
が
、
祈
雨
の
祈き

禱と
う

を
、
真
言
宗
の
加
賀
法
印
定
清 

 
 
 

と
い
う
僧
侶
に
命
令
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
真
言
宗
の
祈
禱
は
、
国
家
に
害
毒
を
流
す
も
の
だ
と
、
大
聖
人
が
殿 

 
 
 

中
に
お
い
て
断
言
し
た
の
に
、
二
日
目
に
、
真
言
宗
の
僧
侶
に
祈
雨
せ
よ
と
の
命
令
が
下
っ
た
の
だ
か
ら
、
鎌
倉 

 
 
 

中
で
は
、
大
評
判
に
な
っ
た
。
加
賀
法
印
が
勝
つ
か
、
大
聖
人
が
負
け
る
か
。
法
門
の
上
の
争
い
で
は
、
素
人
に 

 
 
 

は
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
が
、
雨
が
ふ
る
か
ふ
ら
な
い
か
は
、
誰
れ
に
で
も
わ
か
る
。
し
か
も
そ
の
雨
は
、
自
分 
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の
家
の
屋
根
の
上
に
も
、
自
分
の
家
の
庭
に
も
ふ
る
の
だ
か
ら
、
一
歩
も
出
ず
し
て
勝
負
が
わ
か
る
わ
け
で
、
鎌 

 
 
 

倉
の
街
の
人
々
は
、
大
聖
人
を
へ
こ
ま
す
絶
好
の
機
会
と
こ
お
ど
り
し
て
喜
ぶ
も
の
も
い
た
。 

 

真
言
修
法
の
霊
験
あ
ら
た
か
と
言
わ
れ
る
、
加
賀
法
印
（
註
一
）
と
い
う
人
は
、
ど
う
い
う
僧
侶
か
と
言
う
と 

 
 

「
此
の
法
印
は
、
東
寺
第
一
の
智
人
、
御お

室む
ろ

等
の
御
師
、
弘
法
大
師
、
慈
覚
大
師
、
智
証
大
師
の
真
言
の
秘
法
を 

 
 
 

鏡
に
か
け
」
（
全
集
九
二
一
ペ
ー
ジ
）
と
言
わ
れ
る
真
言
宗
で
は
え
ら
い
人
で
あ
っ
た
。 

 

文
永
十
一
年
は
春
か
ら
の
旱
魃

か
ん
ば
つ

で
農
作
物
は
、
殆
ど
か
れ
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
四
月
十
日
に
加
賀
法
印
に 

 
 
 

雨
の
祈
り
の
幕
命
が
下
る
と
、
四
月
十
一
日
か
ら
大
雨
が
ふ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
風
も
ふ
か
ず
一
日
中
し
と 

 
 
 

し
と
と
慈
雨
が
ふ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

雨
が
ふ
っ
た
。 

 

雨
が
ふ
っ
た
ぞ
。 

 

真
言
の
祈
り
は
か
な
わ
ぬ
と
、
日
蓮
法
師
が
、
殿
中
で
高
慢
げ
に
い
っ
た
が
、
ど
う
だ
、
雨
が
ふ
っ
た
で
は
な 

 
 
 

い
か
。 

 

わ
ざ
わ
ざ
大
聖
人
の
お
住す

ま

居い

に
な
っ
て
い
る
小
町
（
註
二
）
ま
で
き
て
、
雨
に
ぬ
れ
な
が
ら
、 

「
ど
う
だ
、
日
蓮
坊
、
こ
れ
で
も
真
言
の
御
祈
禱
が
、
駄
目
だ
と
言
う
の
か
、
今
お
前
の
屋
根
に
ふ
っ
て
い
る
雨 

 
 

は
、
真
言
宗
の
加
賀
法
印
さ
ま
が
、
ふ
ら
し
た
雨
だ
ぞ
」 

「
外
に
出
て
、
こ
の
雨
に
あ
た
れ…

…

」 
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「
く
や
し
か
っ
た
ら
、
こ
の
雨
を
と
め
て
み
せ
ろ
」 

 
口
々
に
ど
な
っ
て
、
大
聖
人
に
き
こ
え
る
よ
う
に
騒
ぎ
た
て
る
人
々
で
、
大
聖
人
の
お
住
居
の
周
囲
は
一
杯
で 

 
 
 

あ
っ
た
。
外
で
他
宗
の
人
々
が
騒
ぎ
た
て
る
の
は
、
当
然
の
話
だ
が
、
大
聖
人
の
弟
子
の
中
で
も
、
こ
の
雨
の
ふ 

 
 
 

る
の
を
み
て
、
が
っ
か
り
す
る
も
の
が
出
て
き
て
、
う
っ
ぷ
ん
ば
ら
し
に
、
大
聖
人
に
む
か
っ
て
、 

「
真
言
の
祈
り
が
、
か
な
わ
な
い
ぞ
と
断
言
な
さ
ら
な
か
っ
た
方
が
、
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」 

と
、
庭
に
ふ
る
雨
を
み
て
く
や
し
げ
に
言
う
も
の
が
い
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
言
葉
が
、
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
。
庭
の
垣
根
ご
し
に
、 

「
日
蓮
坊
、
く
や
し
い
だ
ろ
う
。
今
き
い
た
話
だ
が
、
時
宗
さ
ま
が
、
こ
の
雨
に
感
心
さ
れ
て
、
金
三
十
両
と
馬 

 
 
 

一
匹
を
引
物
と
し
て
、
加
賀
法
印
に
下
さ
っ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
で
も
、
真
言
の
祈
り
は
か
な
わ
な
い
と
言
う
の 

 
 
 

か
、
か
な
わ
な
い
の
は
お
前
の
方
だ
。
鎌
倉
中
の
人
々
が
手
を
こ
ん
な
風
に
た
た
い
で
、
喜
ん
で
お
る
の
だ
、
お 

 
 
 

前
の
こ
と
は
、
こ
ん
な
風
に
笑
っ
て
お
る
の
だ
」 

 

住
居
の
周
囲
の
群
集
は
、
音
頭
を
と
っ
て
、
手
を
た
だ
今
、
大
き
な
声
を
た
て
て
わ
ら
い
た
て
る
の
で
あ
っ
た
。 

「
こ
れ
か
ら
あ
ん
ま
り
、
人
を
そ
し
る
の
は
、
や
め
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
」 

 

ま
た
も
や
ど
っ
と
笑
い
声
を
た
て
て
群
集
は
立
ち
さ
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
は
や
し
声
に
、
道
理
の
わ
か
ら
ぬ
僧
侶
は
興
奮
し
て
、
大
聖
人
に
つ
め
よ
っ
て
、 

「
ど
う
し
て
、
真
言
宗
の
祈
り
が
、
か
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
訳
を
き
か
せ
て
下
さ
い
。
く
や
し
く
て
た
ま
り 
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ま
せ
ん
。
鎌
倉
中
の
人
々
の
嘲
笑

わ

ら

い

声ご
え

が
き
こ
え
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
」 

と
叫
ぶ
も
の
さ
え
い
た
。 

 

大
聖
人
は
、
道
理
の
わ
か
ら
ぬ
、
自
分
の
弟
子
を
不ふ

愍び
ん

に
思
う
よ
う
な
顔
を
さ
れ
て
言
わ
れ
た
。  

  

「
日
蓮
が
、
常
に
言
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
忘
れ
た
と
見
え
る
な
あ
、
法
華
経
を
ば
戯け

論ろ
ん

と
そ
し
っ
た
弘
法
大
師 

 
 
 

の
悪
義
が
本
当
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
承
久
の
乱
に
後
鳥
羽
帝
が
負
け
よ
う
筈
が
な
い
。
三
院
は
三
国
に
流
罪
、
公 

 
 
 

卿
七
人
は
忽
ち
に
頸
を
き
ら
れ
た
の
は
真
言
の
祈
り
が
か
な
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
弘
法
は
十
住
心
論
に
、 

 
 
 

法
華
経
は
華
厳
経
に
お
と
っ
て
い
る
と
書
き
、
寿
量
品
の
釈
迦
仏
を
ば
凡
夫
だ
と
秘
蔵
宝
鑰
に
し
る
し
て
お
り
、 

 
 
 

二
教
論
に
は
天
台
大
師
を
ぬ
す
人
と
け
な
し
て
お
る
。
法
華
経
を
と
い
た
仏
を
ば
真
言
師
の
は
き
も
の
と
り
に
も 

 
 
 

及
ば
ず
と
正
覚
坊
は
舎
利
講
の
砌
り
に
か
い
て
お
る
。
こ
の
よ
う
な
、
ま
が
っ
た
こ
と
を
申
す
人
の
弟
子
加
賀
法 

 
 
 

印
が
、
日
蓮
に
勝
つ
な
ら
ば
、
竜
王
は
（
註
三
）
法
華
経
の
か
た
き
と
な
り
、
梵
天
帝
釈
に
竜
王
は
せ
め
ら
れ
る 

 
 
 

で
あ
ろ
う
」 

「
で
も
、
大
聖
人
さ
ま
、
今
現
に
こ
の
庭
に
、
加
賀
法
印
の
ふ
ら
せ
た
雨
が
ふ
っ
て
お
る
で
は
な
い
で
す
か
、
五 

 
 
 

十
年
も
前
の
承
久
の
乱
を
も
ち
だ
さ
れ
て
も
古
い
こ
と
で
、
鎌
倉
の
大
半
の
人
々
が
知
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま 

 
 

す
。
何
故
雨
が
ふ
る
の
で
し
ょ
う
」 
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「
だ
か
ら
こ
れ
に
は
仔し

細さ
い

の
あ
る
こ
と
だ
と
申
す
の
だ
」 

「
仔
細
が
あ
る
、
ど
ん
な
し
さ
い
で
す
か
」 

 

大
聖
人
の
直
筆
で
あ
る
、
種
々
御
振
舞
御
書
に
よ
る
と
ど
ん
な
仔
細
が
あ
る
の
で
す
か
と
、
こ
の
弟
子
は
嘲
笑

あ
ざ
わ
ら 

 
 
 

っ
た
と
書
か
れ
て
お
る
程
だ
か
ら
、
大
聖
人
の
御
心
中
も
わ
か
ら
な
い
弟
子
で
あ
り
、
ま
た
余
程
興
奮
性
の
つ
よ 

 
 
 

い
や
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
善
無
畏
も
不
空
（
註
四
）
も
雨
を
祈
っ
て
雨
は
ふ
っ
た
が
、
大
風
が
ふ
い
て
却
っ
て
世
人
に
迷
惑
を
か
け
た
と 

 
 
 

伝
え
ら
れ
、
弘
法
は
雨
を
祈
っ
た
が
、
三
七
日
す
ぎ
て
、
雨
が
ふ
っ
た
と
言
う
。
日
蓮
か
ら
み
れ
ば
こ
の
弘
法
の 

 
 
 

祈
雨
は
ふ
ら
な
か
っ
た
と
申
し
て
よ
い
。
三
七
、
二
十
一
日
も
た
て
ば
雨
が
ふ
る
の
が
当
然
で
、
た
と
え
、
ふ
っ 

 
 
 

た
と
し
て
も
な
ん
の
不
思
議
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
天
台
の
如
く
干
観
（
註
五
）
の
如
く
、
一
座
で
ふ
ら
な
け
れ 

 
 
 

ば…
…

」 

「
で
す
か
ら
、
加
賀
法
印
は
一
座
で
雨
を
ふ
ら
し
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
そ
れ
な
の
に
仔
細
が…

…

」 

と
、
頑
固
に
言
い
は
る
、
弟
子
の
口
に
外
か
ら
ど
う
っ
と
い
う
音
が
し
て
、
突
風
が
ふ
っ
こ
ん
で
、
思
わ
ず
口 

 
 
 
 

を
と
じ
た
。
や
が
て
そ
の
大
風
は
燭
台
を
ぶ
っ
と
ば
す
と
、
し
き
み
が
ば
た
ば
た
と
風
に
あ
お
ら
れ
て
下
に
お 

 
 
 

ち
、
部
屋
は
ま
っ
く
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
弟
子
一
同
は
、
大
聖
人
さ
ま
の
前
に
思
わ
ず
、
ひ
れ
臥 

 
 
 

す
と
、 

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」 
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「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」 

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」 

と
唱
題
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。 

 

加
賀
法
印
の
雨
は
、
大
聖
人
が
、
弟
子
を
戒
め
る
言
葉
の
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
大
風
に
変
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の 

 
 
 

大
風
の
模
様
を
大
聖
人
の
御
自
筆
を
以
っ
て
示
そ
う
。 

「
大
風
吹
き
き
た
る
。
大
小
の
舎
宅
堂
塔
古
木
御
所
等
を
或
い
は
天
に
ふ
き
の
ぼ
せ
、
或
は
地
に
吹
き
入
れ
、
そ 

 
 
 

ち
ら
に
は
大
な
る
光
り
物
と
び
、
地
に
は
棟
梁
み
だ
れ
り
。
人
々
を
も
吹
き
こ
ろ
し
、
牛
馬
お
お
く
た
を
れ
ぬ
。
悪 

 
 

風
な
れ
ど
も
、
秋
は
時
な
れ
ば
な
お
ゆ
る
す
か
た
も
あ
り
。
此
は
夏
四
月
な
り
、
そ
の
上
、
日
本
国
に
は
ふ
か
ず 

 
 
 

但
関
東
八
箇
国
な
り
八
箇
国
に
も
武
蔵
相
模
の
両
国
な
り
、
両
国
の
中
に
は
、
相
州
に
つ
よ
く
ふ
く
、
相
州
に
も 

 
 
 

鎌
倉
、
鎌
倉
に
も
御
所
、
若
宮
、
建
長
寺
、
極
楽
寺
等
に
つ
よ
く
ふ
け
り
、
た
だ
事
と
も
み
え
ず
、
ひ
と
え
に
こ 

 
 
 

の
祈
り
（
加
賀
法
印
）
の
祈
雨
の
ゆ
え
に
や
と
お
ぼ
へ
て
、
わ
ら
い
口
す
く
め
せ
し
人
々
も
興
さ
め
て
あ
り
し
上
、 

 
 

我
が
弟
子
ど
も
あ
ら
不
思
議
や
と
舌
を
ふ
る
う
」
（
全
集
九
二
二
ペ
ー
ジ
） 

 

鎌
倉
中
の
人
々
も
、
こ
の
突
風
に
ふ
か
れ
て
、
思
わ
ず
大
聖
人
の
偉
大
さ
を
知
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
々
を 

 
 
 

も
吹
き
殺
す
と
あ
る
か
ら
、
真
言
宗
の
祈
り
の
雨
が
ふ
る
ぞ
と
、
鎌
倉
の
街
々
を
こ
お
ど
り
し
て
歩
い
て
い
た
連 

 
 
 

中
が
、
吹
き
殺
さ
れ
た
ろ
う
こ
と
は
察
し
て
も
あ
ま
り
が
あ
る
。 

 

弟
子
達
も
大
聖
人
を
疑
っ
た
こ
と
を
恥
じ
た
で
あ
ろ
う
し
、
殿
中
に
て
大
言
壮
語
し
た
大
聖
人
を
へ
こ
ま
し
て 
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や
ろ
う
と
、
た
く
ら
ん
だ
幕
府
の
面
目
も
ま
る
つ
ぶ
れ
で
あ
り
、
鎌
倉
七
大
寺
の
和
尚
連
中
は
こ
れ
で
は
、
本
当 

 
 
 

に
由
比
ヶ
浜
に
首
を
斬
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
、
坊
主
頭
を
ひ
や
ひ
や
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。 

 

大
聖
人
の
真
言
宗
の
祈
り
は
か
な
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
誰
れ
に
も
わ
か
る
こ
と
で
実
証
せ
ら
れ
た
の
で
あ 

 
 

る
。
鎌
倉
の
街
に
大
聖
人
の
か
げ
口
を
き
く
者
は
い
な
く
な
っ
た
。 

 

礼
記
の
下
に
「
人
臣
は
三
た
び
諌
め
て
き
か
な
け
れ
ば
そ
の
君
を
さ
り
、
人
子
は
三
た
び
諌
め
て
き
か
な
け
れ 

 
 
 

ば
泣
い
て
親
の
意
に
従
う
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。 

 

主
君
を
三
度
諌
め
る
に
用
い
ず
ば
山
林
に
交
わ
れ
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
大
聖
人
は
文
応
元
年
七
月
十
六
日
に 

 
 
 

立
正
安
国
論
を
献
上
し
て
第
一
の
国
諌
を
な
し
、
つ
い
で
立
正
安
国
論
の
予
言
が
的
中
し
て
、
蒙
古
の
来
牒
と
な 

 
 
 

っ
た
。
文
永
五
年
十
月
十
一
日
、
宿
屋
左
衛
門
入
道
を
通
じ
て
、
国
諌
の
書
を
幕
府
に
呈
し
て
第
二
の
国
諌
を
な 

 
 

し
、
そ
の
故
に
佐
渡
の
島
に
な
が
さ
れ
た
が
、
赦
る
さ
れ
て
鎌
倉
に
帰
え
る
と
文
永
十
一
年
四
月
八
日
、
今
度
は 

 
 
 

殿
中
に
お
い
て
、
時
宗
を
前
に
し
て
、
堂
々
た
る
第
三
の
国
諌
を
し
た
の
で
あ
る
。
堂
宇
を
た
て
て
帰
依
し
よ
う 

 
 
 

と
ま
で
い
っ
た
が
、
本
当
の
帰
依
で
は
な
い
。 

 

主
君
を
い
ま
し
め
て
山
林
に
入
っ
た
も
の
は
、
殷
代
の
太
公
望
は
皤
渓
に
、
周
代
の
伯は

く

夷い

叔
し
ゅ
く

斉せ
い

は
首
陽
山
に
、 

 
 
 

秦
の
綺き

里り

季き

は
商
洛
山
に
等
々
の
例
か
あ
る
。
大
聖
人
も
、
も
は
や
こ
の
例
に
な
ら
う
以
外
な
か
っ
た
。 

 

（
註
一
）  

法
印
大
和
尚
の
位
で
僧
正
の
位
で
僧
綱
の
最
上
位
で
あ
る
。 
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（
註
二
）  

小
町
字
小
町
の
本
覚
寺
、
吾
妻
鏡
に
み
え
る
夷
堂
の
地
で
あ
る
と
い
う
。
佐
渡
か
ら
帰
え
ら
れ
る
と 

 

こ
こ
に
す
ま
わ
れ
た
と
い
う
。
比
企
大
学
三
郎
の
屋
敷
に
す
ま
わ
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
妙
本
寺 

 
史
に
は
の
せ
て
い
な
い
。 

（
註
三
）  
竜
王
は
雨
を
ふ
ら
せ
る
神
と
い
う
。 

（
註
四
）  

善
無
畏
、
印
度
の
人
で
中
央
ア
ジ
ア
を
へ
て
長
安
に
、
唐
の
玄
宗
に
信
任
さ
れ
密
教
々
典
を
漢
訳
し 

 

た
。
不
空
、
北
イ
ン
ド
か
中
央
ア
ジ
ア
出
身
、
唐
の
洛
陽
に
き
て
出
家
す
。
密
教
付
法
六
祖
と
い
わ
れ 

 

弘
法
に
法
を
伝
え
た
恵
果
は
不
空
の
弟
子
で
あ
る
。 

（
註
五
）  

天
台
宗
の
僧
、
空
也
に
し
た
が
い
大
阪
府
箕
面
に
金
竜
寺
を
建
立
し
た
。 

二 

古
川
柳
に 

 

日
蓮
や
鎌
倉
さ
っ
て
初
鰹 

と
い
う
の
が
あ
る
。 

 

大
聖
人
が
鎌
倉
を
去
っ
た
の
が
、
文
永
十
一
年
の
五
月
十
二
日
だ
か
ら
、
そ
の
頃
が
鰹
の
た
べ
頃
な
の
で
、
鎌 

 
 
 

倉
は
い
せ
い
の
よ
い
大
聖
人
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
い
せ
い
の
よ
い
も
の
は
初
鰹
の
売
り
声
だ
け
だ
と
言
う 
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意
味
の
川
柳
で
あ
る
。 

 
古
川
柳
の
祖
と
い
わ
れ
る
柄
井
川
柳
は
享
保
三
年
（
一
七
一
八
年
）
の
生
れ
だ
と
い
う
か
ら
、
文
永
十
一
年
は 

 
 
 

一
二
七
四
年
で
、
聖
滅
四
百
三
十
七
年
後
の
人
が
え
ら
ん
だ
句
だ
か
ら
、
大
聖
人
を
追
慕
鑽
仰
し
て
よ
ん
だ
句
で 

 
 
 

あ
っ
た
こ
と
で
、
現
実
と
は
少
し
こ
と
な
っ
て
い
た
と
思
う
。
風
俗
史
家
の
研
究
に
よ
る
と
、
「
鎌
倉
近
海
に
産 

 
 
 

す
る
鰹
は
古
よ
り
そ
の
地
方
の
産
物
と
し
て
有
名
な
れ
ど
も
、
猶
鎌
倉
時
代
の
中
頃
ま
で
は
、
鰹
節
の
外
は
、
は 

 
 
 

か
ば
か
し
き
人
の
前
に
だ
す
こ
と
な
し
さ
る
も
の
な
が
ら
、
そ
の
季
に
は
天
皇
の
供
膳
に
す
う
る
こ
と
と
な
り
た 

 
 

り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
よ
む
と
、
初
鰹
の
珍
重
さ
れ
た
の
は
、
特
に
江
戸
時
代
で
あ
り
、
鎌
倉
の
街
に
四
箇
の
格 

 
 
 

言
を
唱
え
る
威
勢
の
よ
い
、
大
聖
人
さ
ま
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
を
、
さ
び
し
が
っ
て
、
江
戸
の
古
川
柳
が
よ
ん 

 
 
 

だ
も
の
と
思
え
る
。 

 

五
月
十
二
日
と
い
う
日
は
大
聖
人
さ
ま
に
と
っ
て
、
一
生
涯
に
お
い
て
、
三
度
の
事
件
が
あ
る
。
大
聖
人
が
御 

 
 
 

出
家
さ
れ
た
の
が
、
天
福
元
年
の
五
月
十
二
日
、
御
年
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
次
ぎ
に
弘
長
元
年
の
五
月
十
二
日
、 

 
 
 

御
年
四
十
歳
で
伊
豆
に
御
配
流
に
な
っ
た
。
今
ま
た
、
文
永
十
一
年
の
五
月
十
二
日
、
建
長
五
年
よ
り
文
永
十
一
年 

 
 

に
至
る
二
十
二
年
間
、
大
聖
人
は
、
鎌
倉
を
本
拠
と
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
今
の
こ
の
地
を
す
て
て
、
山
深
い
身
延 

 
 
 

の
谷
に
入
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
聖
人
の
胸
中
に
お
い
て
万
感
せ
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
す
る
の 

 
 
 

は
凡
智
の
者
で
、
大
聖
人
は
「
日
蓮
が
慈
悲
広
大
な
ら
ば
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
万
年
の
外
未
来
迄
も
な
が
る
べ 

 
 

し
」
（
全
集
三
二
九
ペ
ー
ジ
）
と
言
わ
れ
た
こ
の
予
言
の
た
め
に
身
延
入
山
と
な
り
、
法
華
経
の
広
宣
流
布
の
た 
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め
に
深
山
に
入
山
を
決
せ
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
末
法
の
我
等
衆
生
の
た
め
に
入
山
せ
ら
れ
た
の
で
あ 

 
 
 

る
。
文
永
十
一
年
五
月
二
十
四
日
の
「
法
華
取
要
抄
」
を
始
め
と
し
て
、
二
百
三
十
余
編
の
著
述
御
消
息
が
あ 

 
 
 

り
、
大
聖
人
の
御
一
代
の
著
作
の
大
半
は
、
身
延
に
お
い
て
な
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
大
聖
人
の
身
延
隠
棲
は
単 

 
 
 

な
る
隠
棲
で
は
な
く
、
末
法
万
年
に
そ
な
え
て
の
大
聖
人
の
大
慈
悲
心
の
現
わ
れ
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。 

「
十
二
日
酒
匂
、
十
三
日
竹
の
下
、
十
四
日
車
が
え
し
、
十
五
日
大
宮
、
十
六
日
南
部
、
十
七
日
こ
の
と
こ
ろ 

 
 
 

（
身
延
の
意
）
」
と
大
聖
人
ぱ
自
ら
の
べ
ら
れ
て
お
る
（
全
集
九
六
四
ペ
ー
ジ
） 

 

こ
の
中
で
竹
の
下
と
い
う
の
は
静
岡
県
駿
東
郡
足
柄
村
に
あ
る
、
御
殿
場
の
東
北
を
さ
る
一
里
、
小
山
駅
の
西 

 
 
 

南
一
里
の
処
で
、
酒
匂
川
の
上
流
の
渓
谷
に
臨
み
東
に
足
柄
峠
が
あ
る
。
聖
滅
後
の
こ
と
で
あ
る
が
竹
の
下
は
新 

 
 
 

田
義
貞
対
足
利
尊
氏
の
合
戦
場
と
し
て
名
が
あ
る
。
竹
の
下
で
は
京
都
軍
ふ
る
わ
ず
、
そ
の
中
に
、
大
友
、
塩
谷 

 
 

が
、
尊
氏
の
軍
に
内
通
し
た
の
で
敗
戦
し
、
官
軍
は
京
都
に
帰
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
東
国
の
将
士
は
尊
氏
に
応 

 
 

じ
、
つ
い
で
尊
氏
西
上
す
る
に
及
ん
で
南
北
朝
の
大
乱
と
な
る
に
至
っ
た
。 

 

車
返
し
は
、
静
岡
県
沼
津
市
旧
城
の
東
、
黄
瀬
川
西
北
辺
の
地
名
、
こ
と
の
起
り
は
山
路
な
ど
の
嶮け

ん

岨そ

な
処
の 

 
 

称
、
そ
れ
よ
り
は
車
が
通
じ
な
い
の
で
、
返
し
て
や
る
の
意
味
、
即
ち
、
大
聖
人
の
旅
程
か
ら
い
え
ば
、
竹
の 

 
 
 
 

よ
り
車
返
し
の
間
は
、
車
が
通
じ
な
い
嶮
岨
な
山
路
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
沼
津
市
旧
城
と
は
、
北
条
早
雲
が
、 

 
 

相
、
豆
、
甲
信
の
お
さ
え
に
三
枚
橋
（
現
在
も
三
枚
橋
町
あ
り
）
の
平
城
を
つ
く
っ
た
こ
と
を
さ
す
。 

 

仁
治
三
年
（
聖
歳
二
十
一
歳
）
の
東
関
紀
行
に
「
車
返
し
と
い
う
里
あ
り
、
あ
る
家
に
や
ど
り
、
た
れ
網
釣
、 
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な
ん
ど
い
と
な
む
賤
し
き
者
の
す
み
か
に
や
、
夜
の
や
ど
り
あ
り
か
こ
と
に
し
て
、
床
の
さ
む
し
ろ
も
か
け
る 

 
 
 
 

ば
か
り
な
り
。
か
の
縛
人
戒
人
の
夜
半
の
旅
寝
も
か
く
や
あ
り
け
ん
と
お
ぼ
ゆ
」
と
あ
る
が
、
東
関
紀
行
の
著
者 

 
 
 

は
不
明
だ
が
京
都
の
住
人
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
か
ら
、
右
の
よ
う
な
描
写
に
な
っ
た
の
は
仕
方
が
な
い 

 
 

が
、
も
し
、
こ
の
よ
う
な
描
写
に
間
違
い
な
し
と
す
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
、
甲
斐
の
山
奥
に
入
る
大
聖
人
と
し
て 

 
 
 

は
、
最
後
に
か
ぐ
磯
の
香
の
匂
い
に
、
一
夜
を
な
つ
か
し
く
感
ぜ
ら
れ
、
最
早
古
郷
房
州
に
は
帰
る
こ
と
な
し
と 

 
 
 

き
め
ら
れ
た
大
聖
人
に
と
っ
て
は
、
一
し
お
感
慨
無
量
の
一
夜
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

曾
我
物
語
に
「
人
生
れ
て
三
国
に
果
つ
る
は
習
い
な
り
」
と
あ
る
。 

 

生
れ
た
処
修
業
の
処
、
そ
し
て
死
ぬ
処
が
違
う
と
い
う
の
が
、
人
間
の
習
い
と
い
う
の
だ
が
、
偉
い
人
は
み
な
そ 

 
 

う
な
っ
て
お
る
。
大
聖
人
さ
ま
も
当
然
そ
う
で
あ
る
が
、
身
延
入
り
の
旅
程
に
お
い
て
の
一
夜
と
し
て
は
、
車
返 

 
 
 

し
の
一
夜
は
中
々
に
意
味
あ
る
一
夜
で
あ
っ
た
ろ
う
。
十
五
日
、
大
宮
と
は
、
現
在
の
富
士
宮
市
で
あ
る
。
い
ず 

 
 
 

れ
の
場
所
に
宿
泊
さ
れ
た
か
断
定
は
む
ず
か
し
い
が
、
浅
間
神
社
の
別
当
の
処
に
宿
ら
れ
た
と
推
測
す
る
。
そ
れ 

 
 

は
、
「
此
の
経
を
持
つ
人
を
ば
、
い
か
で
か
、
天
照
太
神
、
八
幡
大
菩
薩
富
士
千
眼
大
菩
薩
す
て
さ
せ
給
う
べ
き 

 
 
 

と
た
の
も
し
き
こ
と
な
り
」
（
全
集
一
五
七
二
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。 

 

そ
れ
よ
り
も
「
五
月
十
二
日
に
鎌
倉
を
出
で
て
、
同
十
七
日
甲
州
飯
野
の
御
牧
、
波
木
井
の
郷
身
延
山
に
こ
も 

 
 

る
。
時
機
不
相
応
の
た
め
摂
受
の
行
た
り
と
雖
も
、
日
夜
朝
夕
に
法
華
経
を
転
読
す
。
日
本
無
隻
の
名
山
富
士
山 

 
 
 

に
隠
籠

い
ん
ろ
う

せ
ん
と
欲
す
と
雖
も
檀
那
の
請
に
よ
っ
て
今
此
の
山
に
籠
居
す
。
我
が
弟
子
中
に
も
し
本
門
寺
之
戒
壇
の 
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勅
を
申
し
請
て
、
戒
壇
を
た
て
ん
と
欲
せ
ば
、
す
べ
か
ら
く
富
士
山
に
き
づ
く
べ
し
」
（
法
華
本
門
取
要
抄
） 

 
 
 
 

と
あ
る
を
考
え
る
と
、
こ
の
大
宮
の
一
泊
も
大
聖
人
に
と
っ
て
大
い
な
る
意
義
が
あ
る
。
二
十
二
年
も
富
士
の
み 

 
 
 

え
る
鎌
倉
に
お
ら
れ
た
大
聖
人
さ
ま
が
、
明
日
か
ら
は
山
に
か
か
っ
て
富
士
の
み
え
ぬ
道
程
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 
 
 

富
士
の
み
お
さ
め
と
申
し
て
も
さ
し
つ
か
え
が
な
い
。 

 

日
興
、
日
向
、
日
持
、
日
頂
等
々
の
諸
弟
子
が
お
伴
を
申
し
た
が
、
特
に
大
聖
人
さ
ま
の
日
興
を
み
る
眼
が
こ 

 
 
 

と
な
っ
て
お
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
日
興
上
人
一
人
が
「
富
士
は
大
聖
人
が
本
願
を
祈
る
所
な
り
」 

 
 
 

と
書
い
て
お
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

「
甲
州
飯
野
、
御
牧
、
波
木
井
の
三
箇
郷
の
内
、
波
木
井
と
申
す
、
此
の
郷
の
内
、
戌
亥
の
方
に
入
り
て
、
二
十 

 
 
 

余
里
の
深
山
あ
り
、
北
は
身
延
山
（
一
一
四
七
・
九
米
）
南
は
鷹
取
山
（
一
〇
三
六
米
）
西
は
七
面
山
（
一
九
八 

 
 

二
・
四
米
）
東
は
天
子
山
（
一
四
〇
〇
米
）
な
り
板
を
四
枚
つ
い
た
て
た
る
が
如
し
、
此
の
外
を
め
ぐ
り
て
四
つ 

 
 
 

の
河
あ
り
、
北
よ
り
南
へ
富
士
河
、
西
よ
り
東
へ
早
河
、
此
れ
は
う
し
ろ
な
り
、
前
に
西
よ
り
東
へ
波
木
井
河
の 

 
 
 

中
に
一
の
滝
あ
り
、
身
延
河
と
名
づ
け
た
り
、
中
天
竺
の
鷲
峰
山
を
此
の
処
へ
移
せ
る
か
将
又
漢
土
の
天
台
山
の 

 
 
 

来
れ
る
か
と
覚
ゆ
、
此
の
四
山
四
河
の
中
に
手
の
広
さ
程
の
平
か
な
る
処
あ
り
。
此
処
に
庵
室
を
結
ん
で
」
（
全 

 
 
 

集
一
〇
七
七
ペ
ー
ジ
）
と
大
聖
人
さ
ま
は
自
ら
の
べ
ら
れ
て
お
る
。
ま
た
「
去
る
文
永
十
一
年
六
月
十
七
日
に
こ 

 
 
 

の
山
の
な
か
に
木
を
う
ち
き
り
て
、
か
り
そ
め
に
あ
じ
ち
（
庵
室
）
を
つ
く
り
て
侯
」
（
全
集
一
五
四
二
ペ
ー
ジ
） 
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と
あ
る
の
で
行
学
日
朝
（
身
延
十
一
代
）
は
「
そ
の
六
月
十
七
日
に
此
の
山
を
開
闢
し
玉
う
」
と
身
延
御
書
抄
に 

 
 
 

書
い
て
お
る
。 

 

さ
て
大
聖
人
を
招
じ
た
檀
那
で
あ
る
波
木
井
氏
に
つ
い
て
は
、
堀
日
亨
上
人
著
、
「
日
興
上
人
祥
伝
」
よ
り
文 

 
 
 

章
を
拝
借
す
る
。
（
日
興
上
人
祥
伝
七
八
七
ペ
ー
ジ
） 

「
実
長
入
道
法
寂
日
円
は
甲
斐
源
氏
に
し
て
、
南
部
三
郎
光
行
の
六
男
で
、
南
巨
摩
郡
の
波
木
井
に
住
し
て
い
た 

 
 
 

か
ら
、
波
木
井
殿
と
称
せ
ら
れ
た
。
一
族
は
甚
だ
広
く
し
て
日
興
上
人
に
化
せ
ら
れ
て
お
る
。 

 

日
円
は
性
剛
腹
に
し
て
ま
た
直
截

ち
ょ
く
さ
い

で
あ
り
、
時
流
に
も
れ
ず
し
て
念
仏
を
行
ぜ
し
が
、
鎌
倉
上
下
の
際
そ
の
沿
道 

 
 

で
あ
る
富
士
河
西
の
四
十
九
院
に
お
い
て
興
尊
と
相
知
る
に
至
っ
た
。
初
老
と
青
年
と
俗
と
僧
と
の
異
な
る
も
、 

 
 
 

と
も
に
甲
南
の
出
身
で
、
意
気
相
投
じ
て
し
だ
い
に
宗
議
に
も
進
み
、
一
族
と
と
も
に
念
仏
を
す
て
て
法
華
に
帰 

 
 

し
、
み
な
興
尊
の
門
に
は
い
り
、
播
磨
公
越
前
公
の
僧
侶
を
も
出
す
に
至
っ
た
。 

 

文
永
の
は
じ
め
、
興
尊
に
み
ち
び
か
れ
て
、
鎌
倉
に
て
大
聖
人
に
謁
し
て
信
仰
を
増
進
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、 

 
 
 

そ
の
聖
威
に
う
た
れ
て
ま
す
ま
す
意
気
を
つ
よ
く
す
。
大
聖
人
の
強
折
大
い
に
為
政
者
に
い
れ
ら
れ
ず
、
ま
た
一 

 
 
 

般
道
俗
の
怨
嫉
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
流
離
や
む
こ
と
な
け
れ
ば
、
つ
い
に
中
央
政
府
を
去
ら
れ
ん
と
す
る
時
、 

 
 
 

各
地
の
有
縁
よ
り
懇
請
あ
り
し
を
退
け
て
、
身
延
の
幽
境
に
移
ら
る
、
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
中
央
政
府
に
遠
ざ
か 

 
 
 

る
の
意
な
り
し
も
、
ま
っ
た
く
興
尊
の
特
縁
あ
る
波
木
井
峡
に
導
き
し
も
の
で
あ
る
」 

と
簡
潔
に
の
べ
ら
れ
て
お
る
。 
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