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四 

大 

不 

調 

一 

 

大
聖
人
の
御
発
病
は
、 

「
日
蓮
が

下
く
だ
り

痢は
ら

、
去
年

こ

ぞ

十
二
月
三
十
日
事
起
り
、
今
年
六
月
三
日
四
日
、
日
々
に
度
を
ま
し
、
月
々
に
倍
増
す
、 

 
 
 

定
業
か
と
存
る
処
に
貴
辺
の
良
薬
を
服
し
て
よ
り
こ
の
か
た
、
日
々
月
々
に
減
じ
て
今
百
分
の
一
と
な
れ
り
、
し 

 
 
 

ら
ず
、
教
主
釈
尊
の
入
り
か
わ
り
ま
い
ら
せ
て
日
蓮
を
扶
け
給
う
か
、
地
涌
の
菩
薩
の
妙
法
蓮
華
経
の
良
薬
を
さ 

 
 
 

づ
け
給
え
る
か
と
疑
侯
な
り
」
（
全
集
一
一
七
九
ペ
ー
ジ
） 

と
い
う
中
務
左
衛
門
尉
殿
御
返
事
と
い
う
、
四
条
金
吾
に
与
て
た
、
弘
安
元
年
六
月
二
十
六
日
の
御
手
紙
に
、
去 

 
 
 

年
十
二
月
三
十
日
事
起
り
と
御
発
病
を
記
録
し
た
の
を
初
見
と
し
て
お
る
。 

 

そ
し
て
、
同
年
同
月
に
池
上
の
兵
衛
志
殿
と
し
て
次
の
よ
う
な
手
紙
も
あ
る
。
（
全
集
一
〇
九
七
ペ
ー
ジ
） 

「
み
そ
お
け
一
つ
給
畢
ぬ
。
は
ら
の
け
（
下
痢
）
は
さ
ゑ
も
ん
殿
の
御
薬
に
な
を
り
て
候
、
又
こ
の
み
そ
を
な
め 
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て
、
い
よ
い
よ
心
ち
な
を
り
候
ぬ
。
あ
は
れ
あ
は
れ
今
年
御
つ
つ
が
な
き
事
を
こ
そ
、
法
華
経
に
申
上
ま
い
ら
せ 

 
 
 

候
へ 

恐
々
謹
言 

 
 

六
月
二
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 

蓮 

花 

押 

 
 
 
 

兵
衛
志
殿 

御
返
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

と
あ
る
。
文
中
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
四
条
金
吾
の
さ
し
あ
げ
た
薬
を
服
用
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。 

 

以
前
文
の
手
紙
の
中
で
、
「
去
年
十
二
月
三
十
日
事
起
り
」
と
あ
る
所
か
ら
、
下
痢
の
御
発
病
は
建
治
三
年
十 

 
 
 

二
月
三
十
日
発
病
と
文
献
の
上
で
は
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
建
治
元
年
十
一
月
二
十
三
日
の
観
心
本
尊
得
意
抄
の
追
伸
に
、 

「
帥そ

つ

殿
の
物
語
り
は
、
下
総
に
目
蓮
樹
と
云
う
木
の
侯
よ
し
申
し
侯
し
。
其
木
の
根
を
ほ
り
て
、
十
両
ば
か
り
、 

 
 
 

両
方
の
切
目
に
は
焼
金
を
宛
て
て
、
紙
に
厚
く
つ
つ
み
て
、
風
ひ
か
ぬ
様
に
こ
し
ら
え
て
、
大
夫
次
郎
が
便
宜
に 

 
 
 

給
び
候
べ
き
よ
し
御
伝
あ
る
べ
く
侯
」
（
全
集
九
七
三
ペ
ー
ジ
） 

と
あ
る
。 

 

ま
た
建
治
三
年
九
月
九
日
の
松
野
殿
御
返
事
の
追
伸
に
も
、 

「
追
て
申
し
候
、
目
蓮
樹
十
両
計
り
給
り
候
べ
く
候
」 

と
あ
る
。 

 

そ
し
て
二
の
御
手
紙
の
文
中
に
は
、
御
自
分
の
御
病
気
に
ふ
れ
た
個
処
は
な
い
。
但
し
前
文
の
観
心
本
尊
得
意 
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抄
で
は
、 

「
此
の
因
位
を
仏
説
て
云
く
、
乃
住

む

か

し

過
去
に
病
の
比
丘
に
衣
を
与
う
る
故
に
、
生
生
世
世
に
不
思
議
自
在
の
衣
を 

 
 
 

得
た
り
、
今
の
小
袖
は
彼
に
似
た
り
、
此
の
功
徳
は
日
蓮
は
之
を
知
る
べ
か
ら
ず
」 

と
あ
っ
て
、
小
袖
を
富
木
殿
が
御
供
養
し
た
こ
と
が
、
病
の
比
丘
に
衣
を
与
え
た
昔
の
故
事
と
似
て
お
る
と
言
わ 

 
 
 

れ
て
お
る
と
こ
ろ
か
ら
推
量
す
る
と
、
こ
の
時
大
聖
人
の
御
健
康
は
文
章
に
は
、
は
っ
き
り
と
出
て
お
ら
な
い 

 
 
 

が
、
御
不
快
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
追
伸
の
目
蓮
樹
は
薬
用
に
し
た
の
で
は
な 

 
 
 

い
か
と
推
量
が
で
き
る
。 

 

目
蓮
樹
に
つ
い
て
は
、 

「
目
蓮
樹
と
は
、
木
欒
子
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
即
ち
俗
に
云
う
も
む
く
ろ
じ
の
こ
と
で
あ
る
。
大
聖
人
が
此
の
木 

 
 
 

欒
子
の
根
を
、
何
に
用
い
給
う
た
も
の
か
判
然
せ
ざ
る
も
、
其
両
方
の
切
口
に
は
、
焼
金
を
あ
て
、
厚
く
紙
に
包 

 
 
 

み
て
風
を
ひ
か
ぬ
よ
う
、
特
に
注
意
を
求
め
ら
れ
し
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
い
ず
れ
薬
用
に
供
せ
ら
る
る
も
の
で
あ 

 
 
 

ろ
う
」
と
思
わ
れ
る
。 

「
追
て
申
し
候
、
目
蓮
樹
十
両
ば
か
り
給
わ
り
候
べ
く
候
」 

と
記
し
て
あ
る
。
若
し
薬
用
に
供
せ
ら
る
る
も
の
と
す
れ
ば
、
建
治
元
年
よ
り
三
年
に
継
続
す
る
御
病
気
で
あ
る 

 
 
 

こ
と
に
相
違
な
か
ろ
う
。 

「
木
欒
子
の
根
は
、
水
気
を
去
る
の
効
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
、
腎
臓
病
の
薬
に
用
い
ら
れ
る
。
最
近
の
学
説
に
よ 
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れ
ば
、
木
欒
子
の
有
効
成
分
は
、
サ
ポ
ニ
ン
で
あ
っ
て
、
洗
濯
用
に
供
す
る
。
少
量
を
用
ゆ
れ
ば
咳
を
と
む
る
の 

 
 
 

効
あ
れ
ど
、
毒
薬
な
れ
ば
多
量
に
用
い
て
は
な
ら
ぬ
。
と
に
か
く
老
人
の
咳
の
薬
と
は
な
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 
 

さ
れ
ど
こ
れ
は
最
近
の
研
究
に
係
わ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
大
聖
人
は
無
論
咳
の
薬
に
用
い
ら
れ
た
る
も
の
で
は
あ 

 
 
 

る
ま
い
」
（
註
一
） 

と
目
蓮
樹
の
説
明
が
あ
る
。 

 

目
蓮
樹
を
薬
用
と
す
れ
ば
、
建
治
元
年
の
十
一
月
頃
か
ら
多
少
御
不
快
で
あ
っ
た
と
拝
し
て
も
さ
し
つ
か
え
が 

 
 
 

な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
建
治
三
年
十
二
月
三
十
日
に
は
前
述
の
如
く
御
発
病
と
な
り
、
建
治
四
年
の
二
月
二
十
八
日
に
は
、 

「
病
身
た
る
の
身
の
故
に
委
細
な
ら
ず
、
又
々
申
す
可
し
」
と
富
木
殿
に
書
き
送
っ
て
お
ら
れ
る
。
つ
い
で
な
が 

 
 
 

ら
記
し
て
お
く
が
、 

「
弘
安
元
年
太
歳
戊
寅
建
治
四
年
二
月
二
十
九
日
、
改
元
、
疫
病
故
歟
」 

と
の
大
聖
人
の
御
真
蹟
が
あ
る
。
但
し
大
聖
人
の
御
病
気
は
こ
の
疫
病
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。 

 

弊
安
元
年
の
六
月
三
日
、
阿
仏
房
に
与
え
ら
れ
た
御
返
事
に
は
、 

「
御
状
の
旨
委
細
承
り
候
畢
ぬ
。
大
覚
世
尊
説
い
て
曰
く
、
生
老
病
死
、
生
住
異
滅
等
云
云
、
既
に
生
を
受
け
て 

 
 
 

齢
六
旬
に
及
ぶ
。
老
又
疑
い
な
し
。
只
残
る
所
は
病
死
の
二
句
な
る
而
巳
。
然
る
に
正
月
よ
り
今
月
六
月
一
日
に 

 
 
 

至
り
、
連
々
此
病
息
む
こ
と
な
し
。
死
ぬ
る
こ
と
疑
い
無
き
者
か
。
経
に
曰
く
生
滅
滅
己
寂
滅
為
薬
云
云
、
今
は 
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毒
身
を
棄
て
後
に
金
身
を
受
く
れ
ば
豈
歎
く
べ
け
ん
や
」
（
全
集
一
三
一
七
ペ
ー
ジ
） 

と
あ
る
。 

 

こ
の
御
返
事
を
拝
す
れ
ば
、
相
当
の
重
態
な
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
そ
し
て
少
し
も
と
り
つ
く
ろ
わ
ず
、
淡
々 

 
 
 

と
御
自
分
の
病
気
を
な
が
め
ら
れ
て
お
る
。 

 

こ
の
態
度
に
筆
者
は
敬
慕
し
感
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
病
気
を
し
た
時
に
よ
く
信
心
が
た
り
な
い
ぞ
と 

 
 
 

言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
小
僧
時
代
に
病
気
で
寝
て
い
て
信
心
が
た
り
な
い
と
よ
く
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、 

 
 
 

こ
の
御
文
章
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
微
塵
も
な
い
。
我
々
は
病
人
に
対
し
て
は
、
常
に
暖
か
い
心
持 

 
 
 

ち
を
も
っ
て
接
し
て
、
い
や
し
く
も
、
信
心
が
た
り
な
い
な
ぞ
と
は
、
決
し
て
言
っ
て
は
な
ら
な
い
と
自
戒
す
る 

 
 
 

も
の
で
あ
る
。 

 

医
者
が
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
病
気
を
し
て
い
る
の
は
生
き
て
る
証
拠
だ
」
と
。 

「
連
々
此
の
病
息
む
こ
と
な
し
、
死
ぬ
る
こ
と
疑
い
無
き
者
か
」
の
御
返
事
に
驚
い
て
、
阿
仏
房
は
九
十
歳
の
身 

 
 
 

を
も
っ
て
、
七
月
二
十
七
日
、
身
延
に
三
度
の
参
詣
を
し
た
の
で
あ
る
。 

 

六
月
三
日
の
阿
仏
房
宛
て
の
下
痢
の
症
状
も
、
四
条
金
吾
の
投
薬
を
得
て
「
日
々
月
々
に
減
じ
て
今
百
分
の
一 

 
 
 

と
な
れ
り
」
と
い
う
弘
安
元
年
六
月
二
十
六
日
の
四
条
金
吾
宛
の
手
紙
と
な
り
、
こ
の
頃
は
漸
次
快
方
に
向
わ
れ 

 
 
 

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

四
条
金
吾
殿
の
投
薬
に
対
す
る
信
用
は
、
弘
安
元
年
九
月
十
五
日
の
四
条
金
金
吾
殿
御
返
事
に
、 
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「
日
蓮
が
死
生
を
ば
ま
か
せ
ま
い
ら
せ
侯
、
全
く
他
の
く
す
し
（
医
師
）
を
ば
用
い
ま
じ
く
候
な
り
」
（
全
集
一 

 
 
 

一
八
二
ペ
ー
ジ
） 

と
末
尾
に
書
か
れ
て
あ
る
程
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
を
拝
し
て
四
条
金
吾
は
、
お
役
に
立
っ
た
こ
と
を
喜
ば
れ
た
こ 

 
 
 

と
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
し
て
弘
安
元
年
の
十
一
月
二
十
九
日
に
は
、 

「
去
年
の
十
二
月
の
三
十
日
よ
り
、
は
ら
の
け
（
下
痢
）
の
候
し
が
、
春
夏
や
む
こ
と
な
し
。
秋
す
ぎ
て
十
月
の 

 
 
 

こ
ろ
大
事
に
な
り
て
候
い
し
が
、
す
こ
し
て
平
癒
つ
か
ま
つ
り
て
候
へ
ど
も
、
や
や
も
す
れ
ば
お
こ
り
候
」
（
全 

 
 
 

集
一
〇
九
九
ペ
ー
ジ
） 

と
御
手
紙
を
池
上
殿
に
書
か
れ
て
お
る
。
さ
て
こ
こ
で
、
大
聖
人
さ
ま
は
如
何
な
る
御
環
境
に
あ
っ
た
か
を
、
御 

 
 
 

書
か
ら
拝
読
し
て
み
よ
う
。 

「
但
し
今
年
は
余
国
は
い
か
ん
が
候
ら
ん
、
こ
の
波
木
井
は
法
に
す
ぎ
て
・
寒
じ
候
、
ふ
る
き
を
き
な
（
古
老
） 

 
 
 

ど
も
に
問
い
候
へ
ば
、
八
十
・
九
十
・
一
百
に
な
る
者
の
物
語
候
は
、
す
べ
て
・
い
に
し
へ
・
こ
れ
程
寒
む
き
事 

 
 
 

侯
わ
ず
・
此
の
あ
ん
じ
ち
（
庵
室
）
よ
り
四
方
の
山
の
外
・
十
町
・
二
十
町
・
人
か
よ
う
事
候
は
ね
ば
・
し
り
候 

 
 
 

は
ず
。
き
ん
ぺ
ん
一
町
の
ほ
ど
は
・
雪
一
丈
二
丈
五
尺
等
な
り
、
こ
の
う
る
う
（
閏
）
十
月
三
十
日
雪
す
こ
し
ふ 

 
 
 

り
て
候
し
が
・
や
が
て
き
へ
候
ぬ
・
こ
の
月
の
十
一
日
辰
（
午
前
八
時
〜
午
前
九
時
）
の
時
よ
り
十
四
日
ま
で
大 

 
 
 

雪
ふ
り
て
候
し
に
両
三
日
へ
だ
て
て
・
す
こ
し
雨
ふ
り
て
雪
か
た
く
な
る
こ
と
金
剛
の
ご
と
し
・
今
に
消
ゆ
る
こ 
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と
な
し
、
昼
も
・
夜
も
・
さ
む
く
つ
め
た
く
候
こ
と
法
に
す
ぎ
て
候
・
酒
は
氷
り
て
石
の
ご
と
し
、
油
は
金
に
に 

 
 
 

た
り
、
鍋
釜
は
す
こ
し
水
あ
れ
ば
氷
り
て
わ
れ
、
か
ん
（
寒
）
い
よ
い
よ
か
さ
な
り
候
へ
ば
、
着
物
う
す
く
食
と 

 
 
 

も
し
く
し
て
・
さ
し
い
づ
る
も
の
も
・
な
し
。
坊
は
半
作
（
半
分
し
か
つ
く
っ
て
い
な
い
）
に
て
、
か
ぜ
ゆ
き 

 
 
 

（
風
雪
）
た
ま
ら
ず
・
し
き
も
の
は
な
し
、
木
は
、
さ
し
い
づ
る
も
の
も
・
な
け
れ
ば
・
火
も
た
か
ず
、
古
き
垢 

 
 
 

づ
き
な
ん
と
し
て
候
う
小
袖
一
な
ん
ど
・
き
た
る
も
の
は
其
身
の
い
ろ
紅
蓮
大
紅
蓮
の
ご
と
し
、
声
は
波
々

は

は

大 
 
 
 

婆
々

ば

ば

地
獄
に
こ
と
な
ら
ず
、
手
足
か
ん
じ
て
き
れ
さ
け
人
死
ぬ
こ
と
か
ぎ
り
な
し
、
俗
の
鬚
を
み
れ
ば
、
瓔
珞
を 

 
 
 

か
け
た
り
、
僧
の
鼻
を
み
れ
ば
・
鈴
を
つ
ら
ぬ
き
か
け
て
候
、
か
か
る
ふ
し
ぎ
候
は
ず
候
」
（
全
集
一
〇
九
八
ペ 

 
 
 

ー
ジ
） 

と
、
弘
安
元
年
十
一
月
二
十
九
日
、
兵
衛
志
殿
御
返
事
に
あ
る
。
文
中
に
よ
れ
ば
、
八
十
年
ぶ
り
、
九
十
年
、
百 

 
 
 

年
ぶ
り
と
い
う
大
寒
で
あ
り
、
衣
食
住
の
三
つ
に
不
自
由
な
御
生
活
で
あ
る
こ
と
が
十
分
に
察
せ
ら
れ
る
。
然
か 

 
 
 

も
御
不
快
で
こ
の
年
弘
安
元
年
を
す
ご
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
さ
ぞ
御
不
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
こ
の 

 
 
 

御
文
章
の
後
の
部
分
に
、 

「
年
あ
け
侯
は
ば
、
い
づ
く
へ
も
に
げ
ん
と
存
じ
侯
ぞ
」
と
あ
る
こ
と
を
拝
す
る
と
、
こ
の
御
文
章
の
痛
烈
さ
が 

 
 
 

ひ
し
ひ
し
と
身
に
せ
ま
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
ん
な
環
境
こ
ん
な
大
寒
で
は
、
健
康
人
だ
っ
て
思
い
や
ら
れ
る
。
ま
し
て
や
、
去
年
の
十
二
月
の
三
十
日
よ 

 
 

り
、
は
ら
の
け
の
侯
し
か
、
と
い
う
う
身
体
で
あ
っ
て
は
、
こ
の
大
寒
は
身
躯
に
大
い
に
影
響
し
た
と
思
う
も
の
で 
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あ
る
。 

 
然
る
に
、
こ
の
よ
う
な
環
境
で
、
御
不
快
な
身
体
で
あ
り
な
が
ら
、
目
録
に
よ
れ
ば
三
十
数
通
の
御
書
を
数
え 

 
 
 

る
こ
と
が
出
来
、
本
尊
問
答
紗
、
三
沢
鈔
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
目
録
だ
け
を
も
っ
て
論
ず
れ
ば
そ
の
文
筆
の
御 

 
 
 

生
活
に
お
い
て
は
、
少
し
も
活
動
が
お
と
ろ
え
て
お
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 

因
み
に
、
桟
敷
女
房
御
返
事
の
末
文
に
、 

「
身
に
い
た
わ
る
事
候
間
、
こ
ま
や
か
な
ら
ず
侯
」 

と
あ
る
の
で
、
こ
の
書
を
建
治
四
年
と
拝
す
れ
ば
、
大
聖
人
の
最
初
の
御
病
状
の
記
録
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
註
一
）  

「
日
蓮
大
聖
人
」
態
田
葦
城 

二 

「
此
の
法
門
申
し
候
こ
と
、
す
で
に
二
十
九
年
な
り
。
日
々
の
論
議
、
月
々
の
難
、
両
度
の
流
罪
に
身
つ
か
れ
、 

 
 
 

心
い
た
み
候
し
故
に
や
、
此
の
七
八
年
が
間
、
年
々
に
衰
病
を
こ
り
候
つ
れ
ど
も
な
の
め
に
て
候
つ
る
が
、
今
年 

 
 
 

は
正
月
よ
り
、
其
気
分
出
来
し
て
、
既
に
一
期
を
わ
り
に
な
り
ぬ
べ
し
。
其
上
よ
わ
い
既
に
六
十
に
み
ち
ぬ
。
た 

 
 
 

と
え
十
に
一
、
今
年
は
す
ぎ
て
侯
と
も
一
二
を
ば
い
か
で
か
す
ぎ
候
べ
き
」
（
全
集
一
一
〇
五
ペ
ー
ジ
） 
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弘
安
四
年
は
大
聖
人
が
六
十
歳
で
あ
る
。
二
十
九
年
な
り
と
は
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
の
宗
旨
建
立
よ
り
弘 

 
 
 

安
四
年
は
二
十
九
年
に
当
た
る
の
で
あ
る
。 

 

月
々
の
難
と
言
わ
れ
た
の
は
、
大
聖
人
は
小
難
は
風
の
前
の
塵
な
る
べ
し
と
言
わ
れ
て
お
る
の
だ
か
ら
、
御
文 

 
 
 

書
に
の
せ
な
い
小
難
は
月
々
に
あ
っ
た
こ
と
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

聖
寿
六
十
歳
で
あ
っ
た
弘
安
四
年
の
正
月
よ
り
四
大
不
調
で
、
「
一
期
終
り
に
な
り
ぬ
べ
し
」
と
御
自
分
で
言 

 
 
 

わ
れ
て
お
る
。
こ
の
御
手
紙
は
、
弘
安
四
年
の
五
月
二
十
六
日
、
武
州
の
池
上
兄
弟
に
賜
っ
た
御
手
紙
の
中
に
あ 

 
 
 

る
御
言
葉
で
あ
る
。 

 

弘
安
四
年
の
十
月
二
十
二
日
の
富
城
人
道
殿
御
返
事
の
冒
頭
に
は
、 

「
今
月
十
四
日
の
御
札
、
同
き
十
七
日
到
来
、
又
去
る
後
の
七
月
十
五
日
の
御
消
息
同
き
二
十
ご
ろ
到
来
せ
り
、 

 
 
 

そ
の
外
度
々
の
貴
礼
を
賜
う
と
雖
も
老
病
た
る
の
上
又
不
食
気
に
候
間
、
未
だ
返
報
奉
ら
ず
候
条
の
恐
れ
す
く
な 

 
 
 

か
ら
ず
候
」
（
全
集
九
九
三
ペ
ー
ジ
） 

と
書
き
だ
し
て
、
蒙
古
の
大
風
に
よ
る
難
破
の
こ
と
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て
い
る
。 

「
此
事
別
し
て
此
一
門
の
大
事
也
総
じ
て
日
本
国
の
凶
事
な
り
、
仍
て
病
を
忍
ん
で
一
は
し
是
を
申
し
候
は
ん
」 

と
し
て
所
謂
神
風
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。 

 

余
談
に
な
る
が
、
敗
戦
以
前
の
教
育
を
う
け
た
日
本
人
な
ら
ば
、
日
本
に
は
、
危
急
存
亡
の
時
に
は
神
風
が
吹 

 
 
 

く
ん
だ
と
教
育
さ
れ
、
そ
し
て
、
心
ひ
そ
か
に
神
風
の
吹
く
こ
と
を
願
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
る
に
神 
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風
は
結
局
吹
か
ず
、
敗
戦
を
終
戦
と
い
う
言
葉
に
お
き
か
え
て
、
日
本
人
が
日
本
人
同
志
を
ご
ま
か
し
て
い
た
。 

 
だ
か
ら
占
領
政
策
が
と
け
て
言
論
の
自
由
が
許
さ
れ
る
と
、
蒙
古
襲
来
時
の
神
風
が
大
い
に
論
じ
ら
れ
て
、 

 
 
 
 

蒙
古
の
時
の
大
風
を
何
時
頃
か
ら
、
神
風
と
称
し
た
の
か
論
証
が
大
い
に
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
ふ
り
か
え
っ 

 
 
 

て
、
蒙
古
襲
来
の
一
番
確
実
と
思
わ
れ
る
文
献
の
「
八
幡
愚
童
訓
」
を
改
め
て
読
み
か
え
し
て
み
る
と
、
文
永
の 

 
 
 

役
の
時
に
は
風
さ
え
吹
い
た
と
言
う
記
録
か
な
い
。
弘
安
の
役
に
つ
い
て
は
大
風
が
吹
い
た
と
あ
る
が
、
神
風
と 

 
 
 

い
う
こ
と
は
記
載
が
な
い
。 

 

神
風
が
吹
い
て
蒙
古
の
軍
船
が
沈
ん
だ
と
言
う
の
は
、
後
代
の
人
々
の
加
筆
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
ら
が
真
実
の
如
く
、
明
治
時
代
の
本
で
は
都
合
よ
く
、
す
り
か
え
ら
れ
て
即
ち
大
風
が
、
神
風
に
す
り
か 

 
 
 

え
ら
れ
て
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

B

29

に
、
バ
ケ
ツ
の
水
と
竹
の
は
た
き
で
対
抗
し
て
い
て
も
、
い
ざ
と
な
れ
ば
、
神
風
が
吹
く
ん
だ
と
心
の
底 

 
 
 
 
 

で
願
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
つ
い
に
神
風
は
吹
か
な
か
っ
た
。
日
本
の
歴
史
を
敗
戦
で
汚
し
た
と
い
う 

 
 
 

よ
う
な
こ
と
は
、
さ
っ
ぱ
り
と
忘
れ
て
今
で
は
「
日
本
は
敗
け
て
よ
か
っ
た
」
な
ぞ
と
平
気
で
言
っ
て
お
る
人
さ 

 
 
 

え
あ
る
く
ら
い
だ 

 

神
風
が
吹
く
な
ぞ
と
い
う
考
え
方
は
、
大
聖
人
よ
り
み
れ
ば
全
く
の
日
本
国
の
凶
事
な
り
と
言
わ
ざ
る
を
得
な 

 
 
 

い
の
で
あ
る
。 

 

博
多
に
い
っ
て
箱
崎
の
八
幡
宮
を
な
が
め
て
、
あ
の
八
幡
宮
の
前
の
浜
で
蒙
古
の
軍
船
が
沈
ん
だ
ろ
う
ぐ
ら
い 
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に
考
え
て
お
る
人
々
は
、
蒙
古
襲
来
に
は
神
風
が
吹
い
た
と
思
い
、
今
度
の
戦
争
で
は
、
ど
う
し
て
神
風
が
吹
か 

 
 
 

な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
お
る
。 

 

神
風
が
吹
く
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
、
大
聖
人
の
言
わ
れ
た
如
く
、
日
本
国
の
凶
事
な
る
こ
と
は
、
滅
後
七 

 
 
 

百
年
に
、
証
明
さ
れ
た
と
断
言
す
る
。 

「
秋
風
に
わ
ず
か
の
水
に
敵
船
、
賊
船
な
ん
ど
の
破
損
仕
り
て
侯
」
（
全
集
九
九
四
ペ
ー
ジ
）
と
大
聖
人
は
弘
安 

 
 
 

の
役
を
批
評
さ
れ
て
お
る
。 

 

蒙
古
襲
来
を
十
四
年
前
に
予
言
し
た
大
聖
人
で
あ
る
。
蒙
古
と
い
う
国
が
ど
う
い
う
国
で
あ
っ
た
か
を
十
分
に 

 
 
 

承
知
さ
れ
て
い
た
。
徹
底
的
な
壊
滅
を
蒙
古
国
に
与
え
ぬ
か
ぎ
り
、
ま
た
如
何
な
る
事
態
が
か
生
ず
る
や
も
知
れ
ぬ 

 
 

の
で
あ
る
。 

 

幕
府
で
す
ら
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
弘
安
の
役
が
す
む
と
、
す
ぐ
さ
ま
海
浜
の
防
備
を
拡
充
し
て
お
る
。 

 
 
 

そ
し
て
、
そ
の
軍
備
は
そ
の
後
五
十
年
も
つ
づ
い
て
お
る
の
で
あ
る
。 

 

大
聖
人
が
「
秋
風
に
わ
ず
か
の
水
に
敵
船
賊
船
な
ん
ど
の
破
損
」
と
称
し
た
の
は
、
後
々
の
こ
と
を
憂
え
て
の 

 
 
 

言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
を
大
勝
利
を
得
た
如
く
当
時
の
人
々
が
言
う
の
で
、
そ
れ
を
戒
め
て
の
言
葉
で
あ
る
。 

 

あ
ん
ま
り
威
張
る
人
が
い
た
ら
、
「
蒙
古
の
大
王
の
頸
の
参
り
て
候
か
と
問
う
べ
し
」
と
言
わ
れ
て
お
る
の 

 
 
 

は
、
徹
底
的
壊
滅
を
蒙
古
に
与
え
ね
ば
、
禍
恨
を
残
す
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

神
風
は
日
本
国
の
凶
事
と
い
う
こ
と
は
、
七
百
年
の
後
に
し
て
、
私
は
体
験
し
た
と
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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「
去
る
文
永
十
一
年
六
月
十
七
日
こ
の
山
に
入
り
候
て
、
今
年
（
弘
安
四
年
）
十
二
月
八
日
に
至
る
ま
で
此
の
山 

 
 
 

出
ず
る
こ
と
一
歩
も
候
わ
ず
。
但
し
八
年
が
間
や
せ
病
い
と
申
し
と
し
（
齢
）
と
申
し
、
と
し
ど
し
に
、
身
よ
わ 

 
 
 

く
心
を
ぼ
れ
候
つ
る
ほ
ど
に
、
今
年
は
春
よ
り
こ
の
や
ま
い
を
こ
り
て
、
秋
す
ぎ
冬
に
い
た
る
ま
で
日
々
に
を
と 

 
 
 

ろ
へ
、
夜
々
に
ま
さ
り
候
つ
る
が
、
こ
の
十
余
日
は
す
で
に
、
食
も
ほ
と
を
と
（
殆
）
と
ど
ま
り
て
候
上
、
雪
は 

 
 
 

か
さ
な
り
、
寒
は
せ
め
候
、
身
の
ひ
ゆ
る
こ
と
石
の
如
し
、
胸
の
つ
め
た
き
こ
と
氷
の
ご
と
し
、
し
か
る
に
こ
の 

 
 
 

酒
は
た
た
か
に
さ
し
わ
か
し
て
、
か
っ
こ
う
（
健
胃
剤
、
発
汗
剤
）
を
は
た
と
く
い
切
り
て
、
一
度
の
み
候
へ 

 
 
 

ば
、
火
を
胸
に
た
く
が
如
し
、
湯
に
入
る
に
似
た
り
、
汗
に
垢
あ
ら
い
、
し
づ
く
に
足
を
す
す
ぐ
、
此
の
御
志
は 

 
 
 

い
か
ん
が
せ
ん
と
、
う
れ
し
く
思
い
候
」
（
全
集
一
五
八
三
ペ
ー
ジ
） 

と
、
南
条
殿
の
母
御
に
御
返
事
を
か
か
れ
て
、
母
御
よ
り
贈
ら
れ
た
。
す
み
ざ
け
と
か
っ
こ
う
の
御
礼
を
申
さ 

 
 
 
 

れ
て
お
る
。
こ
の
御
手
紙
の
月
日
は
弘
安
四
年
の
十
二
月
八
日
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
御
手
紙
に
よ
っ
て
、
弘
安
四 

 
 
 

年
の
正
月
か
ら
十
二
月
迄
の
御
病
状
の
あ
り
さ
ま
が
、
は
っ
き
り
と
推
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
末
で 

 
 

は
、
南
条
殿
の
母
御
が
、
先
年
（
弘
安
三
年
）
亡
く
し
た
子
息
五
郎
の
こ
と
に
筆
を
及
ぼ
し
て
、 

「
さ
か
ん
な
る
花
の
あ
や
な
く
風
の
ち
ら
せ
る
が
ご
と
し
と
、
あ
さ
ま
し
く
こ
そ
お
ぼ
へ
候
へ
。
日
蓮
は
所
労
の 

 
 
 

ゆ
え
に
、
人
々
の
御
文
の
御
返
事
も
申
さ
ず
候
つ
る
に
、
こ
の
事
は
あ
ま
り
な
げ
か
し
く
候
へ
ば
、
筆
を
と
り
て 

 
 
 

候
ぞ
。
こ
れ
も
、
よ
も
ひ
さ
し
く
も
此
の
世
に
候
は
じ
、
一
定
五
郎
殿
に
ゆ
き
あ
い
ぬ
と
お
ぼ
へ
候
。
母
よ
り
先 

 
 
 

き
に
見
参
し
候
わ
ば
母
の
な
げ
き
申
し
つ
た
へ
候
は
ん
。
事
々
又
々
申
す
べ
し
」 
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と
書
か
れ
て
お
る
。 

 
そ
し
て
「
よ
も
ひ
さ
し
く
も
此
の
世
に
候
は
じ
」
と
書
か
れ
て
御
覚
悟
の
程
を
示
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
弘
安
四
年
は
御
病
気
で
終
始
し
た
と
は
い
え
、
喜
び
も
あ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
身
延
に
お
け
る
庵 

 
 
 

室
の
落
成
で
あ
っ
た
。 

「
去
る
文
永
十
一
年
六
月
十
七
日
に
、
こ
の
山
の
中
に
、
木
を
う
ち
き
り
て
、
か
り
そ
め
に
庵
室
を
つ
く
り
て
候 

 
 
 

い
し
が
、
よ
う
や
く
四
年
が
ほ
ど
、
柱
く
ち
、
垣
壁
を
ち
侯
へ
ど
も
、
な
お
す
こ
と
な
く
て
、
夜
火
を
と
ぼ
さ
ね 

 
 
 

ど
も
、
月
の
光
り
に
て
聖
教
を
読
み
ま
い
ら
せ
、
我
と
御
経
を
巻
き
ま
い
ら
せ
候
は
ね
ど
も
、
風
を
の
づ
か
ら
吹 

 
 
 

き
返
し
ま
い
ら
せ
候
い
し
が
、
今
年
は
十
二
の
柱
四
方
に
頭
を
な
げ
、
四
方
の
壁
は
一
所
に
倒
を
れ
ぬ
。
有う

待だ
い

だ 
 
 
 

も
ち
が
た
け
れ
ば
、
月
は
す
め
雨
は
と
ど
ま
れ
と
、
は
げ
み
候
い
つ
る
ほ
ど
に
、
人
夫
な
く
し
て
、
学
生
ど
も
を 

 
 
 

せ
め
、
食
な
く
し
て
、
雪
を
も
ち
て
命
を
た
す
け
て
侯
と
こ
ろ
に
、
さ
き
に
、
上
野
殿
よ
り
芋
二
駄
こ
れ
一
だ 

 
 
 
 

は
珠
に
も
す
ぎ
る
」 

 

こ
れ
は
建
治
三
年
の
庵
室
修
復
書
で
あ
る
。
文
永
十
一
年
に
結
ん
だ
庵
室
が
、
四
年
後
の
建
治
三
年
に
は
、
柱 

 
 
 

は
四
方
に
倒
れ
、
四
方
の
壁
も
お
ち
た
。 

「
我
と
お
経
を
巻
き
ま
い
ら
せ
候
は
ね
ど
も
、
風
お
の
づ
か
ら
吹
き
返
し
ま
い
ら
せ
侯
」
と
言
わ
れ
て
、
御
苦
労 

 
 
 

の
程
が
し
の
ば
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
庵
室
に
多
少
の
修
復
を
加
え
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
に
な
お
五
年
を
す
ぎ
て
、
弘
安
四
年 
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の
十
一
月
二
十
四
日
に
十
間
四
面
の
大
坊
が
出
来
上
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
弘
安
四
年
は
御
病
気
で
終
始
し
た
と 

 
 
 

は
言
え
、
大
聖
人
の
御
喜
び
は
如
何
程
で
あ
ら
れ
た
ろ
う
か
。
左
記
の
御
書
を
拝
読
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

「
坊
は
十
開
四
面
に
ま
た
庇
し
さ
し
て
つ
く
り
あ
げ
、
二
十
四
日
に
大
師
講
並
に
延
年
心
の
ご
と
く
に
つ
か
ま
つ 

 
 
 

り
て
、
二
十
四
日
の
戌
亥
（
午
後
八
時―

午
後
十
一
時
）
の
時
御
も
と
に
集
会
し
て
、
三
十
余
人
を
も
っ
て
一
日 

 
 
 

経
を
か
き
ま
い
ら
せ
、
（
略
）
坊
は
地
ひ
き
山
づ
く
り
し
候
し
に
、
山
に
二
十
四
日
一
日
も
か
た
時
も
雨
ふ
る
事 

 
 
 

な
し
、
十
一
月
一
日
の
日
小
坊
つ
く
り
、
厩
つ
く
る
。
八
日
は
大
坊
の
柱
た
て
、
九
日
十
目
葺
き
候
い
了
ん
ぬ
。 

 

し
か
る
に
七
日
は
大
雨
八
日
九
日
十
日
は
く
も
り
て
し
か
も
あ
た
た
か
な
る
事
春
の
終
り
の
ご
と
し
。
十
一
日
よ 

 
 

り
十
四
日
ま
で
は
大
雨
ふ
り
大
雪
ふ
り
て
今
に
里
に
き
へ
ず
。
山
は
一
丈
二
丈
雪
氷
り
て
か
た
き
事
こ
が
ね
の
ご 

 
 
 

と
し
。
二
十
三
日
四
日
は
又
空
は
れ
て
寒
か
ら
ず
、
人
の
ま
い
る
事
洛
中
鎌
倉
の
町
の
申
酉
（
午
後
四
時―

午
後 

 
 
 

七
時
）
の
時
の
ご
と
し
」
（
全
集
一
三
七
五
ペ
ー
ジ
） 

 

十
間
四
面
の
大
坊
が
新
築
さ
れ
て
、
人
の
参
詣
す
る
の
が
、
京
都
や
鎌
倉
の
夕
方
の
町
の
よ
う
な
賑
わ
い
で
あ 

 
 
 

る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

大
聖
人
の
御
満
足
が
文
中
に
あ
ふ
れ
て
お
り
、
長
い
御
病
弱
と
は
言
え
御
喜
び
の
様
子
が
伺
わ
れ
る
。
前
記
の 

 
 
 

文
中
に
延
年
心
の
ご
と
く
つ
か
ま
つ
り
て
と
あ
る
の
は
、
大
坊
の
新
築
祝
い
に
延
年
の
舞
を
や
っ
た
こ
と
が
伺
わ 

 
 
 

れ
る
。
ま
た
こ
の
延
年
の
舞
を
み
よ
う
と
し
て
大
勢
の
参
詣
人
が
、
身
延
山
の
境
内
に
群
集
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

延
年
の
舞
と
は
、
平
凡
社
の
百
科
事
典
に
よ
れ
ば
、 
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「
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
室
町
時
代
に
か
け
て
、
法
会
や
貴
賓
の
接
待
な
ど
の
余
興
に
行
わ
れ
た
。
寺
院
に
お
け
る 

 
 
 

芸
能
大
会
。
遊
宴
歌
舞
は
遐
齢
（
な
が
い
き
）
延
年
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
出
た
名
称
。
当
時
も
っ
と
も
盛
大
に
行 

 
 
 

わ
れ
た
興
福
寺
を
始
め
奈
良
の
諸
大
寺
、
京
都
の
諸
大
寺
、
地
方
で
は
甲
斐
の
久
遠
寺
、
相
模
の
箱
根
権
現
云 

 
 
 
 

々
」 

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
弘
安
四
年
の
十
一
月
二
十
四
日
の
大
坊
落
成
に
よ
る
延
年
即
ち
寺
院
に
お
け
る 

 
 
 

芸
能
大
会
は
、
弘
安
四
年
一
回
で
終
わ
る
こ
と
な
く
其
後
も
つ
づ
い
た
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。 

 

弘
安
四
年
と
い
う
年
は
正
月
よ
り
始
ま
っ
て
暮
に
い
た
る
迄
、
御
病
弱
で
あ
り
「
人
に
す
て
ら
れ
た
る
ひ
じ
り 

 
 

の
、
寒
さ
に
せ
め
ら
れ
て
、
い
か
に
心
ぐ
る
し
か
る
ら
ん
と
、
思
い
や
ら
せ
給
い
て
、
お
く
ら
れ
た
る
か
、
父
母 

 
 
 

に
お
く
れ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
か
か
る
ね
ん
ご
ろ
の
事
に
あ
い
て
候
こ
と
こ
そ
候
わ
ね
。
せ
め
て
の
御
心
ざ
し
に 

 
 
 

給
う
か
と
お
ぼ
え
て
涙
も
か
き
あ
え
候
わ
ぬ
ぞ
」
（
全
集
一
四
七
六
ペ
ー
ジ
）
と
西
山
殿
に
御
手
紙
を
書
か
れ
て 

 
 
 

お
る
程
で
あ
る
が
、
延
年
の
舞
は
大
聖
人
の
心
を
な
ぐ
さ
め
、
身
延
の
山
中
を
、
京
鎌
倉
の
街
の
人
通
り
に
す
ぎ 

 
 
 

た
り
と
言
わ
れ
た
程
で
あ
る
か
ら
、
如
何
程
病
状
を
な
ぐ
さ
め
た
こ
と
と
思
う
も
の
で
あ
る
。 

三 

元
祖
化
導
記
（
延
山
日
朝 

祖
滅
一
九
七
年
） 



 

134 
 

「
弘
安
五
年
壬
午
、
九
月
八
日
の
午
の
刻
、
身
延
沢
を
出
御
あ
っ
て
、
其
の
日
は
下
山
兵
衛
四
郎
の
所
に
一
宿
、 

 
 
 

九
日 

大
井
庄
司
入
道
、
十
日 

曾
根
の
次
郎
、
十
一
日 

黒
駒
、
十
二
日 

河
口
、
十
三
日 

く
れ
じ
、
十
四 

 
 
 

日 

竹
の
下
、
十
五
日 

関
下

せ
き
も
と

、
十
六
日 

平
塚
、
十
七
日 

瀬
野
、
十
八
日
の
午
の
刻
に
武
蔵
国
荏
原
郡
千
束 

 
 
 

郷
池
上
村
に
着
き
た
ま
い
了
ぬ
」 

 

註
画
讃
（
日
澄 
祖
滅
二
二
九
年
） 

「
弘
安
五
年
壬
午
九
月
八
日
午
の
刻
に
身
延
の
沢
を
出
て
て
下
山
に
宿
る
。
九
日
に
大
井
、
十
日
に
曽
根
、
十
一 

 
 
 

日
黒
駒
、
十
二
目
に
河
口
、
十
三
日
に
呉
地
、
十
四
日
に
竹
下
、
十
五
日
に
関
本
、
十
六
日
に
平
塚
、
十
七
日
に 

 
 
 

瀬
谷
、
十
八
日
に
武
蔵
国
荏
原
郡
千
束
郷
池
上
の
村
右
衛
門
大
夫
宗
仲
か
屋
に
入
り
玉
へ
り
」 

 

高
祖
年
譜
（
健
立
玄
得 

祖
滅
四
九
八
年
） 

「
弘
安
五
年
壬
午 

九
月
徒
に
告
ぐ
、
吾
れ
所
思
あ
っ
て
武
州
池
上
に
往
か
ん
。
南
部
氏
す
な
わ
ち
良
馬
を
送 

 
 
 

る
。
男
某
を
し
て
之
れ
に
従
は
し
む
。
八
日
家
駕
を
発
す
。
投
宿
す
る
所
は
其
の
日
下
山
の
四
郎
、
九
日
大
井
之 

 
 
 

荘
司
、
十
日
曾
根
之
次
郎
、
十
一
日
黒
駒
の
某
、
十
二
日
は
河
口
の
上
房
な
る
者
、
十
三
日
呉
地
遠
山
氏
、
十
四 

 
 
 

日
駿
州
竹
下
鈴
木
氏
、
十
五
日
相
州
関
本
下
田
氏
、
十
六
日
平
塚
駅
長
谷
川
氏
、
十
七
日
瀬
谷
の
一
精
舎
、
十
八 

 
 
 

日
午
の
時
、
池
上
宗
仲
に
至
た
る
」 
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祖
滅
四
九
八
年
の
高
祖
年
譜
に
「
是
秋
患
風
」
と
あ
る
が
、
大
聖
人
は
御
自
分
で
詳
細
に
、
御
自
分
の
病
状
を 

 
 
 

し
る
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
病
状
は
、
下
痢
、
不
食
、
や
せ
や
ま
い
等
々
の
内
臓
の
疾
患
で
あ
っ
た
と
拝
さ
れ
る
か 

 
 

ら
、
高
祖
年
譜
、
統
記
等
の
中
風
の
記
述
は
、
御
書
か
ら
み
れ
ば
う
な
ず
け
な
い
。 

 

弘
安
五
年
九
月
十
九
日
（
池
上
到
着
の
次
の
日
）
に
、
身
延
の
波
木
井
に
御
手
紙
を
し
て
、 

「
道
の
程
、
別
事
候
は
で
池
上
ま
で
つ
き
て
候
。
道
の
間
山
と
申
し
河
と
申
し
、
そ
こ
ば
く
大
事
に
て
候
け
る 

 
 
 

を
、
公
達
に
守
護
せ
ら
れ
ま
い
ら
せ
候
て
、
難
も
な
く
こ
れ
ま
で
つ
き
て
候
事
お
そ
れ
入
り
候
な
が
ら
悦
び
存
じ 

 
 

候
」
（
全
集
一
三
七
六
ペ
ー
ジ
） 

と
報
じ
て
お
る
。
そ
し
て
こ
の
御
手
紙
の
中
に
、
大
聖
人
さ
ま
が
、
常
陸
の
湯
に
湯
治
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
が 

 
 
 

伺
え
る
の
で
あ
る
。 

 

常
陸
の
湯
に
つ
い
て
は
、
日
亨
上
人
の
「
富
士
日
興
上
人
詳
伝
」
に
詳
細
し
て
い
る
の
で
そ
れ
を
引
用
し
て
み 

 
 

る
。 

「
常
陸
の
湯
の
こ
と
は
、
そ
の
地
に
つ
い
て
諸
説
多
々
で
あ
り
、
後
人
と
一
般
に
地
誌
を
問
題
に
せ
ぬ
辺
か
ら
も 

 
 
 

き
て
お
る
。
常
陸
国
東
茨
城
郡
の
加
倉
井
に
あ
り
と
の
説
は
、
は
な
は
だ
お
ぼ
つ
か
な
い
。
湯
岐
に
温
泉
あ
れ
ど 

 
 

も
、
岩
代
国
東
白
河
郡
で
あ
る
。
こ
と
に
古
き
有
名
な
所
で
は
な
い
。
な
か
に
も
大
聖
人
の
御
病
を
中
風
と
診
断 

 
 
 

し
て
、
那
須
、
塩
原
あ
た
り
に
ま
で
入
浴
さ
せ
て
お
る
後
人
も
あ
る
。
稲
田
海
素
師
が
、
古
記
に
「
さ
ば
く
の 

 
 
 

湯
」
あ
り
と
い
え
る
は
当
を
得
て
お
る
。
「
さ
ば
く
」
ま
た
「
さ
ば
こ
」
は
同
じ
で
、
す
な
わ
ち
「
三
筥
湯
」 
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「
箱
」
と
も
「
函
」
と
も
あ
て
て
お
る
湯
は
古
来
有
名
で
あ
る
。
一
時
こ
れ
を
福
島
市
附
近
の
飯
塚
・
湯
村
温
泉 

 
 
 

に
し
た
人
も
あ
っ
た
が
、
正
し
く
は
磐
城
国
湯
本
の
温
泉
で
あ
る
。
古
事
類
苑
に
も
東
遊
雑
記
の
「
平
よ
り
南
一 

 
 

里
、
湯
本
の
町
大
概
の
所
な
り
、
此
の
地
に
温
泉
数
多
」
を
引
き
、
吉
田
の
地
名
辞
書
に
も
観
跡
聞
老
志
に
延
喜 

 
 
 

式
を
引
用
す
る
。
そ
の
他
を
引
い
て
湯
本
温
泉
に
充
て
て
お
る
は
正
確
で
あ
る
。
ま
た
目
師
状
の
中
に
「
明
春
は 

 
 
 

常
陸
の
湯
よ
り
来
臨
あ
る
べ
く
候
」
と
、
御
弟
子
の
宰
相
阿
開
梨
日
郷
に
遣
わ
さ
れ
て
あ
る
。
同
じ
く
菊
田
の
四 

 
 
 

郎
兵
衛
へ
の
状
に
は
「
宰
相
の
阿
開
梨
「
略
」
大
事
に
候
ほ
ど
に
、
さ
ば
く
（
三
筥
）
の
湯
へ
ま
か
り
二
七
日
ば 

 
 
 

か
り
は
侯
ら
ん
」
と
あ
り
て
、
正
し
く
「
さ
ば
く
」
ま
た
は
「
さ
ば
こ
」
の
湯
を
「
常
陸
の
湯
」
と
い
え
る
の
で 

 
 
 

あ
り
、
そ
の
地
に
信
徒
群
あ
り
て
、
四
郎
兵
衛
が
主
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
に
「
き
く
た
」
と
冠
せ
ら
れ
た
地 

 
 
 

名
は
常
陸
国
の
北
部
な
る
菊
田
郡
の
地
で
、
明
治
二
十
九
年
に
磐
国
の
石
城
郡
に
合
併
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ 

 
 
 

の
な
か
の
湯
本
町
で
あ
る
。
く
ど
い
よ
う
だ
が
、
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
」
（
一
四
二
ペ
ー
ジ
） 

 

弘
安
五
年
の
九
月
八
日
に
身
延
を
出
て
、
約
五
十
里
を
十
一
日
間
で
、
池
上
に
到
着
さ
れ
た
。
一
日
の
行
程
は 

 
 

四
、
五
里
で
あ
る
が
、
馬
上
で
あ
る
か
ら
、
大
聖
人
の
御
病
気
に
は
こ
た
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

 

八
日
投
宿
さ
れ
た
の
は
、
身
延
よ
り
程
近
い
下
山
で
あ
る
。 

 

下
山
に
は
、
同
地
の
地
頭
と
も
邑
主
と
も
伝
え
ら
れ
る
、
下
山
兵
庫
五
郎
光
基
の
屋
敷
に
宿
を
と
ら
れ
た
こ
と 

 
 
 

と
思
う
。 

 

光
基
の
子
因
幡
房
日
永
は
、
光
基
と
と
も
に
熱
心
な
念
仏
の
信
者
で
あ
っ
た
が
、
建
治
二
年
の
春
の
末
、
大
聖 
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人
さ
ま
の
説
法
を
ひ
そ
か
に
聴
聞
し
て
（
さ
る
べ
き
人
人
御
法
門
承
わ
る
可
き
の
由
候
へ
ど
も
、
御
制
止
あ
り
て 

 
 
 

入
れ
ら
れ
ず
、
（
略
）
も
の
の
よ
う
を
見
候
わ
ん
た
め
に
閑
所
よ
り
忍
び
て
参
り
御
庵
室
の
う
し
ろ
に
か
く
れ…

…
 
 
 

下
山
御
消
息
の
一
節
）
阿
弥
陀
経
の
非
な
る
こ
と
を
知
り
、
同
年
の
夏
の
始
め
か
ら
念
仏
を
す
て
て
法
華
経
に
帰 

 
 
 

依
し
た
。
こ
の
た
め
光
基
の
反
対
に
あ
い
、
譴
責
を
こ
う
む
っ
た
が
、
日
永
は
大
聖
人
に
代
筆
を
こ
い
、
建
治
三 

 
 
 

年
の
六
月
長
文
の
一
書
を
父
に
送
り
、
つ
い
に
光
基
を
帰
伏
さ
せ
た
。
下
山
御
消
息
が
こ
れ
で
あ
り
、
こ
の
書
状 

 
 
 

に
以
上
の
経
緯
が
あ
る
。 

 

さ
て
九
日
の
大
井
に
つ
い
て
は
、
仏
教
哲
学
大
辞
典
に
よ
る
と
、 

「
大
井
荘
司
入
道
、
甲
斐
源
氏
の
大
井
の
荘
司
で
、
甲
斐
国
中
巨
摩
郡
鰍
沢
方
面
の
大
邑

お
お
む
ら

で
あ
る
。
大
井
荘
の
荘 

 
 
 

務
を
つ
か
さ
ざ
る
荘
司
で
あ
っ
て
、
大
石
寺
開
山
日
興
上
人
の
大
井
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
そ
れ
を
諸
伝
、
こ 

 
 
 

と
に
甲
州
中
部
の
伝
説
、
ま
た
富
士
方
面
で
混
淆
し
て
い
る
む
き
が
あ
る
。
日
興
上
人
の
大
井
は
御
父
が
遠
州
の 

 
 
 

紀き

氏う
じ

の
大
井
の
橘
六
で
あ
る
。
日
興
上
人
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
は
甲
斐
国
巨
摩
郡
大
井
荘
鰍
沢
（
山
梨
県
鰍 

 
 
 

沢
町
）
の
邸
で
あ
っ
た
が
、
身
延
離
山
の
こ
ろ
は
す
で
に
廃
家
し
て
、
一
家
も
甲
斐
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

此
の
大
井
荘
司
入
道
の
住
所
は
、
鰍
沢
よ
り
北
に
あ
た
る
大
井
で
あ
る
」
と
あ
る
。
最
近
に
出
版
さ
れ
た
本
（
昭 

 
 
 

和
三
十
六
年
）
で
も
「
こ
の
大
井
荘
の
司
は
橘
六
入
道
と
称
し
た
興
師
の
父
で
、
母
は
駿
河
由
井
荘
の
河
合
入
道 

 
 
 

の
女
、
興
師
は
幼
時
父
を
喪
い
、
河
合
家
で
育
て
ら
れ
岩
本
実
相
寺
に
就
学
し
た
。
そ
う
し
た
関
係
か
ら
、
日
蓮 

 
 
 

聖
人
は
大
井
荘
に
一
泊
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
誤
っ
て
お
る
も
の
も
あ
る
。
大
井
荘
司
入
道
に
は
、 
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「
柿
三
本
、
酢
一
桶
菜
つ
く
し
給
い
候
」
で
始
ま
る
、
建
治
二
年
五
十
四
歳
の
時
の
御
作
、
大
井
荘
司
入
道
御
書 

 
 
 

と
い
う
御
書
が
御
遺
文
録
に
あ
る
。 

 

次
の
日
の
十
日
は
、
大
井
荘
鰍
沢
よ
り
道
を
東
に
と
っ
て
市
川
大
門
を
す
ぎ
、
距
を
笛
吹
川
の
右
岸
に
と
っ
て 

 
 
 

曾
根
に
宿
ら
れ
た
。
曾
根
よ
り
笛
吹
川
を
渡
っ
て
左
に
ゆ
げ
ば
石
和
に
至
る
。 

 

弘
安
四
年
四
月
二
十
五
日
比
丘
尼
持
円
に
授
与
さ
れ
た
大
聖
人
の
御
本
尊
に
、
日
興
上
人
が
加
筆
さ
れ
て
「
甲 

 
 
 

斐
国
大
井
の
庄
の
庄
司
入
道
の
女
子
、
同
国
曾
根
小
五
郎
後
家
尼
は
日
興
が
弟
子
な
り
」
と
い
う
の
が
あ
る
か 

 
 
 

ら
、
大
聖
人
が
一
泊
さ
れ
た
曾
根
の
家
は
、
前
日
の
宿
た
る
大
井
庄
司
と
は
姻
戚
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か 

 
 
 

る
。 

 

堀
上
人
の
日
興
上
人
詳
伝
に
は
、 

「
甲
斐
国
東
八
代
郡
曾
根
の
出
身
で
、
は
じ
め
に
同
甲
斐
源
氏
秋
山
出
の
日
華
上
人
に
よ
っ
て
、
五
郎
が
入
信 

 
 
 

し
、
そ
の
妻
女
お
よ
び
子
息
の
小
五
郎
夫
妻
も
日
興
上
人
に
帰
依
し
」
云
々
と
あ
る
。 

 

日
蓮
宗
々
学
全
集
興
尊
全
集
に
は
、
短
文
で
は
あ
る
が
日
興
上
人
の
曾
根
殿
御
返
事
と
い
う
の
が
十
五
通
も
か 

 
 
 

か
げ
て
あ
る
。
よ
っ
て
曾
根
氏
と
日
興
上
人
の
関
係
の
深
か
か
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う 

 
 
 

な
関
係
か
ら
、
大
聖
人
が
十
日
に
曾
根
に
一
泊
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
の
で
あ
る
。
十
一
日
は
、
米
倉
、
八
代
町
、 

 
 
 

下
野
原
、
駒
留
を
へ
て
黒
駒
で
、
黒
駒
に
宿
ら
れ
て
お
る
。
現
在
な
ら
自
動
車
で
二
十
分
ぐ
ら
い
の
所
で
あ
る
。 

 
 
 

現
在
川
口
湖
か
ら
甲
府
迄
、
約
四
十
分
で
到
着
す
る
。
大
聖
人
は
そ
れ
よ
り
短
か
い
道
中
を
、
曾
根
、
黒
駒
、
川 
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口
と
し
っ
た
よ
う
に
三
泊
さ
れ
て
お
る
の
だ
か
ら
、
今
昔
の
感
に
た
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
筆
者
は
川
口
湖
よ
り 

 
 
 

甲
府
迄
は
度
々
往
復
し
て
お
る
の
で
、
な
お
さ
ら
の
感
が
深
か
い
。
特
に
十
一
日
黒
駒
、
十
二
日
川
口
泊
り
と
い
う 

 

と
、
真
疑
を
問
う
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
五
二
五
米
の
御
坂
峠
が
あ
る
た
め
に
、
急
が
ぬ
旅
と
し
て
は
、
川 

 
 
 

口
湖
一
泊
が
う
な
ず
け
る
が
、
御
坂
ト
ン
ネ
ル
を
自
動
車
で
旅
す
る
今
で
は
約
二
十
分
の
距
離
で
あ
る
。
昨
年
こ 

 
 
 

の
御
坂
峠
の
紅
葉
を
賞
し
た
が
、
中
々
に
景
色
が
よ
く
、
御
坂
ト
ン
ネ
ル
を
出
て
、
眼
下
に
川
口
湖
の
銀
盤
を
な 

 
 
 

が
め
、
そ
れ
を
傍
観
し
て
お
る
富
士
を
な
が
め
た
時
は
、
思
わ
ず
快
哉
を
叫
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
大
聖
人
も
馬 

 
 
 

上
か
ら
こ
の
富
士
を
な
が
め
ら
れ
た
と
思
う
と
感
無
量
で
あ
っ
た
。
七
百
年
と
い
う
年
月
は
人
間
に
と
っ
て
は
長 

 
 
 

い
も
の
と
思
え
る
が
、
富
士
山
自
身
か
ら
み
れ
ば
昨
日
今
日
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
非
情
の
器
物
は
往
時
を
伝
え
る 

 
 
 

と
い
う
こ
と
を
言
う
が
、
富
士
こ
そ
ま
さ
し
く
大
聖
人
が
、
こ
よ
な
く
賞
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
、
「
国
主
此
の
法 

 
 
 

を
立
て
ら
る
れ
ば
、
富
士
山
に
本
門
寺
の
戒
壇
を
建
立
せ
ら
る
べ
き
な
り
」
の
御
遺
言
を
拝
す
る
時
、
我
々
は
よ 

 
 
 

く
ぞ
、
日
蓮
正
宗
の
僧
侶
と
な
っ
た
と
、
ひ
そ
か
に
誇
る
も
の
で
あ
る
。 

 

十
三
日
、
く
れ
じ
、
呉
地
、
現
在
の
地
図
で
は
暮
地
泊
り
で
あ
る
。
川
口
暮
地
の
間
は
自
動
車
な
ら
十
分
と
い 

 
 
 

う
所
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
路
は
旧
鎌
倉
街
道
を
通
り
、
富
士
吉
田
を
経
て
、
道
は
逆
戾
り
を
し
て
暮
地
に
達
す 

 
 
 

る
の
で
、
旅
行
の
目
標
か
ら
言
う
と
半
日
ほ
ど
道
が
、
あ
と
も
ど
り
の
旅
程
と
な
っ
て
お
る
。
こ
こ
い
ら
で
想
像 

 
 
 

を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
れ
ば
何
事
か
が
か
け
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
こ
で
思
い
当
た
る
の
が
、
甲
斐
国
妙
法
寺
記
で
有
名
な
妙
法
寺
で
あ
る
。
河
口
湖
畔
に
あ
っ
て
、
寺
の
書
院 

 
 
 



 

140 
 

の
縁
側
よ
り
舟
を
出
し
て
湖
上
に
遊
ぶ
こ
と
の
出
来
る
寺
で
、
寺
の
船
乗
り
場
の
上
に
つ
き
出
た
一
抱
え
も
あ
る 

 
 
 

よ
う
な
楓
の
大
樹
の
紅
葉
は
、
湖
水
の
紺
碧
の
面
に
紅
葉
し
て
、
え
も
言
わ
れ
ぬ
風
景
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る 

 
 
 

こ
と
が
で
き
ぬ
。 

 

こ
こ
の
寺
は
、
二
十
八
紙
大
曼
荼
羅
書
写
の
寺
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
二
十
八
人
の
村
民
が
紙
一
枚
づ
つ
も
ち 

 
 
 

よ
り
、
そ
れ
を
つ
な
ぎ
合
せ
て
、
一
幅
の
大
曼
荼
羅
を
大
聖
人
さ
ま
に
、
御
書
写
を
願
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。 

 
 
 

現
在
こ
の
大
曼
荼
羅
は
沼
津
の
近
く
の
岡
宮
光
長
寺
の
所
蔵
と
な
っ
て
お
り
、
筆
者
は
そ
の
寺
の
御
虫
払
の
時 

 
 
 

に
、
眼
福
を
得
た
こ
と
が
あ
る
。 

 

二
十
八
任
の
村
人
が
よ
り
あ
つ
ま
り
、
紙
を
も
ち
よ
っ
て
大
曼
荼
羅
の
御
書
写
を
願
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か 

 
 

ら
、
何
に
か
変
っ
た
こ
と
が
、
村
に
起
き
て
い
て
、
そ
れ
で
大
聖
人
さ
ま
に
大
曼
荼
羅
の
御
書
写
を
願
っ
た
の
で 

 
 
 

は
あ
る
ま
い
か
。
疫
病
で
も
村
に
流
行
し
て
い
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
川
口
、
暮
地
と
い 

 
 

う
、
あ
る
い
て
も
左
程
の
距
離
が
な
い
所
に
二
泊
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
十
四
日
、
竹
の
下
一
泊
は
途 

 
 
 

中
、
三
国
峠
越
あ
っ
て
当
然
と
思
わ
れ
る
。 

 

暮
地
よ
り
竹
の
下
は
、
現
在
だ
と
中
央
高
速
道
路
を
暮
地
よ
り
富
士
吉
田
に
至
り
、
吉
田
よ
り
、
梨
ヶ
原
を
坦 

 
 
 

々
と
通
過
す
る
舗
装
道
路
の
す
ば
ら
し
い
山
中
湖
に
至
る
道
で
あ
る
。 

 

勿
論
大
聖
人
の
通
過
さ
れ
た
路
は
、
こ
の
道
路
の
東
側
で
、
暮
地
、
新
田
、
大
明
見
、
忍
野
、
山
中
湖
の
北
岸 

 
 
 

よ
り
、
三
国
峠
を
越
え
て
、
静
岡
県
に
入
っ
て
竹
の
下
に
泊
ま
り
、
次
ぎ
の
日
は
足
柄
峠
を
こ
え
て
南
足
柄
（
当 
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時
の
関
本
）
に
一
泊
さ
れ
て
お
る
。 

「
足
柄
峠
よ
り
西
の
麓
の
竹
の
下
と
い
う
宿
迄
一
里
の
下
り
坂
な
り
」 

「
峠
ま
で
二
里
登
る
（
東
方
よ
り
の
場
合
）
坂
け
わ
し
か
ら
ず
馬
に
て
越
ゆ
」
と
富
士
日
記
に
あ
る
か
ら
足
柄
山 

 
 
 

峠
は
さ
ほ
ど
困
難
な
路
で
は
な
い
。 

 

前
目
の
暮
地
よ
り
竹
の
下
の
道
中
の
間
で
、
忍
野
と
い
う
所
に
筆
者
は
一
泊
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
忍
野
村 

 
 
 

は
天
野
姓
の
多
い
処
で
あ
る
。
そ
し
て
、
忍
野
の
近
く
に
明
見
村
と
い
う
の
が
あ
る
こ
と
を
き
い
た
。 

 

そ
れ
は
富
士
山
が
出
来
た
晩
に
み
ん
な
戸
口
か
ら
出
て
見
物
し
た
が
、
明
見
村
の
人
々
は
明
日
み
れ
ば
よ
い
と 

 
 
 

言
っ
て
、
そ
の
晩
富
士
山
の
出
来
る
の
を
み
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
お
山
が
怒
っ
て
、
明
見
村
か
ら
富
士
山 

 
 
 

が
み
え
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
近
く
の
忍
野
村
は
、
現
在
で
も
忍
野
か
ら
み
た
富
士
は
風 

 
 
 

情
が
あ
る
と
し
て
、
冬
季
に
富
士
愛
好
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が
集
ま
る
所
と
し
て
有
名
な
の
は
皮
肉
と
言
う
べ
き
だ
と 

 
 
 

思
う
。 

 

十
五
日
関
本
泊
り
、
十
六
日
は
平
塚
、
十
七
日
は
瀬
谷
と
な
っ
て
い
る
が
、
瀬
谷
と
は
、
今
で
言
う
と
東
海
道 

 
 
 

新
幹
線
が
、
小
田
急
江
島
線
と
交
叉
す
る
下
和
田
の
北
方
の
街
で
、
小
杉
を
へ
て
池
上
に
行
く
平
塚
よ
り
の
道
で 

 
 
 

あ
る
。 
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