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一 

 

弘
安
五
年
九
月
八
日
に
身
延
を
去
っ
て
、
九
月
十
八
日
武
州
池
上
に
到
着
さ
れ
た
大
聖
人
は
、
十
月
十
三
日
に 

 
 
 

非
滅
現
滅
の
相
を
示
し
て
、
末
法
の
御
本
仏
た
る
こ
と
を
我
々
に
御
教
示
下
さ
っ
た
。
八
日
よ
り
十
三
日
に
至 

 
 
 

る
、
三
十
六
日
の
間
の
御
動
静
に
つ
い
て
は
、
古
来
の
大
聖
人
の
御
伝
記
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
お
る
。 

 

そ
の
中
に
お
い
て
有
名
な
こ
と
は
、
立
正
安
国
論
を
大
聖
人
さ
ま
が
弟
子
に
御
講
義
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
で
あ 

 
 

る
。 

 

こ
れ
は
さ
も
あ
り
な
ん
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
文
献
に
な
い
と
言
う
の
で
近
頃
の
御
伝
記
で
は
こ
れ
を 

 
 
 

言
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
る
。
文
献
に
な
け
れ
ば
全
く
書
け
な
い
と
す
る
と
、
ま
こ
と
に
不
自
由
な
こ
と
で
あ 

 
 
 

る
が
、
学
問
と
は
こ
う
言
う
約
束
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
か
ら
そ
れ
は
仕
方
が
あ
る
ま
い
と
思
う
。
だ
か
ら
そ 

 
 
 

の
不
自
由
さ
を
補
っ
て
、
小
説
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
自
由
な
表
現
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ 
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う
。
そ
ん
な
心
境
で
以
下
少
し
く
の
べ
て
み
た
い
。 

 
大
聖
人
は
古
来
の
伝
説
に
よ
る
と
九
月
二
十
五
日
か
ら
、
立
正
安
国
論
の
御
講
義
を
、
大
聖
人
の
池
上
在
住
を 

 
 
 

き
き
伝
へ
て
参
集
し
た
、
弟
子
檀
越
に
な
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
御
講
義
の
間
に
、
こ
う 

 
 
 

言
わ
れ
た
。 

「
三
七
日
の
間
に
、
此
の
所
に
お
い
て
、
某
は
涅
槃
に
入
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
昔
釈
尊
は
五
十
年
の
説
法
を
な
さ 

 
 
 

れ
て
、
後
の
八
か
年
は
霊
鷲
山
に
法
華
経
を
説
か
れ
た
が
、
御
年
八
十
歳
の
時
、
霊
鷲
山
の
北
東
に
あ
た
る
バ
ツ 

 
 
 

ダ
イ
河
の
辺
り
の
純
陀
と
い
う
人
の
家
で
お
な
く
な
り
に
な
ら
れ
た
。
某
も
末
法
に
生
れ
て
下
種
仏
法
を
説
く
こ 

 
 
 

と
三
十
年
、
身
延
山
に
九
か
年
入
っ
て
末
法
下
種
の
法
華
経
流
布
の
基
礎
を
か
た
め
た
が
、
只
今
彼
の
山
を
出
で 

 
 

て
、
そ
の
北
東
に
あ
た
る
、
武
蔵
の
国
の
多
摩
川
の
畔
、
池
上
右
衛
門
太
夫
が
屋
敷
に
お
い
て
滅
に
入
る
で
あ
ろ 

 
 

う
。
然
か
も
余
が
入
滅
の
時
は
、
大
地
震
動
す
る
で
あ
ろ
う
」 

と
諭
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
不
思
議
と
思
う
の
は
純
陀
も
池
上
右
衛
門
太
夫
も
、
共
々
に
工
匠
の 

 
 
 

子
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
、
悉
く
が
不
思
議
の
一
致
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

  

大
聖
人
は
撰
時
抄
に
「
余
に
三
度
の
高
名
あ
り
」
と
言
わ
れ
て
お
る
。
即
ち
「
一
に
は
去
に
し
文
応
元
年
七
月 

 
 
 

十
六
日
に
立
正
安
国
論
を
最
明
寺
殿
に
奏
し
た
て
ま
つ
り
し
時
、
宿
屋
の
入
道
に
向
っ
て
云
く
禅
宗
と
念
仏
宗
と 

 
 
 

を
失
い
給
う
べ
し
と
申
さ
せ
給
へ
此
の
事
を
御
用
い
な
き
な
ら
ば
、
此
の
一
門
よ
り
事
を
こ
り
て
他
国
に
せ
め
ら 
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れ
さ
せ
給
う
べ
し
、
二
に
は
去
し
文
永
八
年
九
月
十
二
日
申
の
時
に
平
左
衛
門
尉
に
向
っ
て
云
く
、
日
蓮
は
日
本 

 
 
 

国
の
棟
梁
な
り
、
予
を
失
な
う
は
日
本
国
の
柱
を
倒
す
な
り
、
只
今
に
自
界
反
逆
難
と
て
ど
し
う
ち
し
て
他
国 

 
 
 
 

侵
逼
難
と
て
此
の
国
の
人
々
、
他
国
に
打
ち
殺
さ
る
の
み
な
ら
ず
、
多
く
い
け
ど
り
に
せ
ら
る
べ
し
、
建
長
寺
、 

 
 
 

寿
福
寺
、
極
楽
寺
、
大
仏
、
長
楽
寺
等
の
一
切
の
念
仏
者
、
禅
僧
等
が
寺
塔
を
ば
焼
き
は
ら
い
て
、
彼
等
が
頸
を 

 
 
 

由
比
の
浜
に
て
切
ら
ず
ば
、
日
本
国
必
ら
ず
ほ
ろ
ぶ
べ
し
と
申
し
候
了
ぬ
。
第
三
に
は
去
年
文
永
十
一
年
四
月
八 

 
 

日
、
左
衛
門
尉
に
語
っ
て
云
く
、
王
地
に
生
れ
た
れ
ば
身
を
ば
随
え
ら
れ
た
て
ま
つ
る
よ
う
な
り
と
も
、
心
を
ば 

 
 
 

随
え
ら
れ
た
て
ま
つ
る
べ
か
ら
ず
、
念
仏
の
無
間
獄
、
禅
の
天
魔
の
所
為
な
る
こ
と
事
は
疑
い
な
し
、
殊
に
真
言 

 
 
 

宗
が
此
の
国
土
の
大
な
る
わ
ざ
は
い
に
て
は
候
な
り
、
大
蒙
古
を
調
伏
せ
ん
こ
と
、
真
言
師
に
は
仰
せ
つ
け
ら
る 

 
 
 

べ
か
ら
ず
、
若
し
大
事
を
真
言
師
調
伏
す
る
な
ら
ば
、
い
よ
い
よ
い
そ
い
で
此
の
国
ほ
ろ
ぶ
べ
し
と
申
せ
し
か 

 
 
 

ば
、
頼
綱
間
う
て
云
く
、
何
時
頃
よ
せ
候
べ
き
、
予
云
く
経
文
に
は
い
つ
と
は
み
へ
侯
は
ね
ど
も
、
天
の
み
気
色 

 
 
 

い
か
り
す
く
な
か
ら
ず
、
急
に
み
へ
て
侯
、
よ
も
今
年
は
す
ご
し
侯
は
じ
と
語
り
た
り
き
、
此
の
三
つ
の
大
事
は 

 
 
 

日
蓮
が
申
し
た
る
に
は
あ
ら
ず
、
只
ひ
と
え
に
釈
迦
如
来
の
み
た
ま
し
い
、
我
身
に
入
り
か
わ
せ
給
い
け
る
に 

 
 
 

や
、
我
が
身
な
が
ら
も
悦
び
身
に
あ
ま
る
法
華
経
の
一
念
三
千
と
申
す
大
事
の
法
門
は
こ
れ
な
り
」
（
全
集
二
八 

 
 
 

七
ペ
ー
ジ
） 

と
言
わ
れ
て
お
る
。
三
度
の
高
名
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
立
正
安
国
論
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
実
に
大
聖 

 
 
 

人
の
御
生
涯
は
立
正
安
国
論
に
始
ま
っ
て
お
る
と
申
す
べ
き
で
あ
る
。
立
正
安
国
論
に
始
ま
っ
て
立
正
安
国
論
に 
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終
る
と
評
す
る
人
が
あ
る
が
、
終
る
と
み
る
の
は
、
「
立
正
安
国
論
は
当
時
も
の
の
用
に
た
た
ず
」
と
批
評
し
た 

 
 
 

幕
末
の
優
陀
那
日
輝
門
流
の
人
々
で
立
正
安
国
論
の
精
神
は
、
大
聖
人
の
入
滅
と
共
に
終
っ
た
と
は
、
日
蓮
正
宗 

 
 
 

の
人
々
は
み
て
お
ら
な
い
、
今
な
お
脈
々
と
生
き
て
お
り
、
そ
の
為
の
折
伏
な
の
で
あ
る
。 

「
た
と
え
、
念
仏
が
無
間
で
あ
る
と
も
、
現
に
東
西
両
本
願
寺
を
は
じ
め
、
真
宗
各
派
、
浄
土
宗
各
派
の
厖
大
な 

 
 
 

僧
俗
が
、
現
に
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
安
心
立
命
し
て
い
る
と
い
う
現
実
は
誰
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な 

 
 
 

い
、
宗
教
的
信
仰
と
は
教
理
教
学
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
を
民
衆
が
信
じ
う
る
か
否
か
に
よ
っ
て
価
値
が
き
ま 

 
 
 

る
の
だ
」 

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
反
論
す
る
と
い
う
お
か
し
な
人
が
出
て
い
る
世
の
中
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
折
伏
が
必
要
で 

 
 
 

あ
り
、
立
正
安
国
論
の
精
神
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 

余
談
は
さ
て
お
き
、
大
聖
人
さ
ま
が
自
ら
余
に
三
度
の
高
名
あ
り
と
か
か
れ
て
お
る
く
ら
い
で
あ
り
、
そ
の
三 

 
 
 

度
の
高
名
の
発
端
と
な
っ
た
、
立
正
安
国
論
を
、
入
滅
を
知
っ
た
池
上
に
於
い
て
御
講
義
あ
っ
た
と
伝
説
さ
れ
る 

 
 
 

の
は
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
文
献
が
な
い
と
い
う
の
で
、
今
頃
の
伝
記
は
そ
れ
を
の
せ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
こ
れ
か
ら
私
の
書
き
た
い
と
思
う
こ
と
を
書
く
訳
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
真
偽
の
問
題
は
あ
る
と
し
て
も 

 
 
 

文
献
が
あ
る
の
で
書
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
偽
と
言
う
の
は
当
方
が
言
う
の
で
は
な
く
、
非
日
蓮
正
宗
の
徒 

 
 

が
、
そ
れ
が
あ
る
と
都
合
が
悪
る
い
の
で
偽
と
言
う
の
で
、
私
と
し
て
は
偽
と
は
思
っ
て
は
い
な
い
。 

 

そ
れ
は
富
士
年
表
委
員
会
に
於
け
る
「
三
大
秘
法
抄
」
写
本
の
発
見
で
あ
る
。
三
大
秘
法
抄
の
最
古
の
写
本
は 
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鍋
冠
日
親
上
人
の
写
本
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
四
十
五
年
ほ
ど
以
前
の
大
石
寺
の
六
代
の
法
主
で
あ
る 

 
 
 

日
時
上
人
の
「
三
大
秘
法
抄
」
の
写
本
で
あ
る
。
そ
し
て
「
三
大
秘
法
抄
」
は
従
来
は
、
弘
安
四
年
四
月
八
日
と 

 
 
 

な
っ
て
い
た
が
、
日
時
上
人
の
写
本
は
弘
安
五
年
四
月
八
日
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
変
な
こ
と 

 
 
 

で
、
三
大
秘
法
抄
を
偽
書
と
断
定
す
る
人
に
と
っ
て
は
、
容
易
な
ら
ぬ
問
題
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

私
は
光
栄
に
も
富
士
年
表
委
員
長
と
い
う
大
命
を
睨
下
よ
り
拝
命
し
て
い
た
の
で
、
当
時
日
時
上
人
の
写
本
を 

 
 
 

親
し
く
拝
し
て
感
動
し
た
一
人
で
あ
る
。 

 

何
故
弘
安
五
年
の
四
月
八
日
と
い
う
三
大
秘
法
抄
の
年
月
日
に
感
動
し
た
か
と
言
え
ば
、
弘
安
五
年
は
勿
論
大 

 
 
 

聖
人
の
入
滅
の
年
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
の
弘
安
五
年
四
月
八
日
と
い
う
日
附
に
よ
っ
て
、
日
興
上
人
へ
の
二
箇
の
相
承
も
生
々
と
し
て
く
る
の
で
あ 

 
 

る
。 

「
日
蓮
一
期
の
弘
法
、
白
蓮
阿
開
梨
日
興
に
こ
れ
を
付
嘱
す
。
本
門
弘
通
の
大
導
師
た
る
べ
き
な
り
。
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
「
日
蓮
一
期
弘
法
付
嘱 

 
 
 

書
」
な
る
も
の
が
、
本
当
に
生
々
と
し
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
身
延
山
付
嘱
書
と
言
わ
れ
る
「
釈
尊
五
十
年
の
説
法
、
白
蓮
阿
開
梨
日
興
に
相
承
す
、
身
延
山
久
遠
寺 

 
 
 

の
別
当
た
る
べ
き
な
り
」
の
譲
状
も
同
様
に
生
々
と
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
三
大
秘
法
抄
の
戒
壇
思
想
を
否
定
す 

 
 
 

る
考
え
は
、
上
行
菩
薩
と
い
う
地
涌
の
菩
薩
の
否
定
に
も
通
じ
る
の
で
あ
る
。 
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何
故
な
れ
ば
日
順
は
本
門
心
底
抄
に 

「
叡
山
草
創
の
伝
教
大
師
は
薬
王
の
後
身
、
天
台
の
再
誕
像
法
の
転
時
、
日
域
の
所
生
、
人
法
相
倶
に
迹
に
処 

 
 
 

す
。
伝
受
戒
文
亦
然
か
な
り
、
随
っ
て
延
暦
寺
の
戒
牒
を
み
る
に
霊
山
浄
土
、
釈
迦
牟
尼
仏
を
請
し
奉
っ
て
本
師 

 
 
 

と
な
し
、
金
色
世
界
の
文
殊
師
利
菩
薩
を
請
し
奉
り
て
教
授
阿
開
梨
と
な
し
、
都
史
多
天
の
弥
勒
菩
薩
を
請
し
奉 

 
 
 

り
て
和
尚
と
な
す
云
云
、
彼
此
諍
ひ
な
く
迹
門
の
戒
壇
な
り
。
此
の
上
は
本
門
の
戒
壇
建
立
必
定
な
り
。
所
以
は 

 
 
 

い
か
ん
。
涌
出
神
力
の
明
文
に
本
化
の
大
人
を
召
し
て
久
成
の
要
法
を
授
く
、
故
に
経
に
は
、
後
五
百
歳
中
広
宣 

 
 
 

流
布
、
於
閻
浮
提
無
令
断
絶
と
説
き
、
釈
に
当
知
法
華
真
実
経
、
於
後
五
百
歳
必
応
流
伝
と
明
せ
り
、
加
之
、
天 

 
 
 

台
は
下
方
を
召
し
来
た
る
亦
三
義
あ
り
、
是
れ
我
が
弟
子
、
ま
さ
に
我
が
法
を
弘
む
べ
し
、
（
略
） 

行
者
既
に
出
現
し
久
成
の
定
慧
・
広
宣
流
布
せ
ば
本
門
の
戒
壇
そ
れ
あ
に
立
た
ざ
ん
や
」
（
要
集
第
二
巻
三
三
ペ 

 
 
 

ー
ジ
）
と
、
祖
滅
六
十
八
年
に
書
か
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。 

 

上
行
菩
薩
を
主
張
し
て
い
て
、
戒
壇
説
を
否
定
す
る
の
は
、
日
順
師
の
本
門
心
底
抄
を
読
ま
な
い
者
の
し
わ
ざ 

 
 
 

で
あ
る
。 

 

さ
て
三
大
秘
法
抄
を
ど
う
言
う
風
に
拝
す
る
か
と
言
う
に
、
私
は
こ
の
抄
を
大
聖
人
さ
ま
の
遺
言
の
書
と
拝
す 

 
 
 

る
の
で
あ
る
。
大
聖
人
の
御
遺
文
全
編
は
遺
言
の
書
と
拝
す
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
弘
安
五
年
四
月
八
日
と
い 

 
 
 

う
日
附
か
ら
み
て
も
、
特
に
三
大
秘
法
抄
を
遺
言
の
書
と
拝
す
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
う
し
た
見
地
か
ら
「
三
大
秘
法
抄
」
を
拝
す
る
と
、
一
々
の
金
言
感
動
せ
ざ
る
こ
と
な
し
と
言
う
べ
き
で
あ 
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ろ
う
。
今
、
科
文
科
段
に
し
ば
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
率
直
に
そ
れ
を
読
み
下
し
て
み
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
感
を
深 

 
 
 

く
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

壁
頭
の
文
に
、
神
力
品
の
「
以
要
言
之
」
の
文
を
引
い
て
先
づ
注
意
を
促
し
、
要
言
の
法
と
は
な
に
か
「
実
相 

 
 
 

証
得
の
当
初
修
行
し
給
い
し
処
の
、
寿
量
品
の
本
尊
と
戒
壇
と
題
目
の
五
字
」
な
り
と
最
初
に
結
論
を
出
さ
れ
て 

 
 
 

お
る
。
し
か
も
要
言
の
こ
の
三
秘
は
、
末
法
に
お
い
て
流
布
す
べ
き
こ
と
を
明
す
、
即
ち
寿
量
品
に
「
是
の
好
き 

 
 
 

良
薬
を
今
留
め
て
此
に
お
く
、
汝
取
て
服
す
可
し
、
い
え
じ
と
う
れ
う
る
勿
れ
」
と
あ
る
の
が
、
末
法
流
布
の
証 

 
 
 

拠
で
あ
る
。
そ
し
て
「
三
秘
」
の
末
法
に
お
け
る
姿
を
御
説
明
あ
っ
て
、
延
暦
寺
の
戒
壇
は
迹
門
の
理
戒
の
戒
壇 

 
 
 

な
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
お
る
。
次
ぎ
に
、 

「
此
の
三
大
秘
法
は
二
千
余
年
の
そ
の
か
み
、
地
涌
千
界
の
上
首
と
し
て
日
蓮
た
し
か
に
、
教
主
大
覚
世
尊
よ
り 

 
 
 

口
決
相
承
せ
し
な
り
、
今
日
蓮
が
所
行
は
霊
鷲
山
の
禀
承
に
芥け

に

計
り
の
相
違
な
き
色
も
替
ら
ぬ
寿
量
品
の
三
大
事 

 
 
 

な
り
」
と
そ
の
信
念
を
語
ら
れ
て
お
る
。 

 

そ
し
て
最
後
に
、 

「
今
日
蓮
が
時
に
感
じ
て
此
の
法
門
広
宣
流
布
す
る
な
り
、
予
年
ご
ろ
己
心
に
秘
す
と
雖
も
、
此
の
法
門
を
書
き 

 
 
 

付
て
留
め
お
か
ず
ん
ば
、
門
家
の
遺
弟
等
定
め
て
無
慈
悲
の
讒
言
を
加
う
べ
し
、
そ
の
後
は
何
と
悔
ゆ
る
と
も
叶 

 
 
 

う
ま
じ
き
と
存
ず
る
問
貴
辺
に
対
し
書
き
送
り
候
、
一
見
の
後
、
秘
し
て
他
見
あ
る
べ
か
ら
ず
、
口
外
も
詮
な 

 
 
 

し
、
法
華
経
を
諸
仏
出
世
の
一
大
事
と
説
か
せ
給
い
て
侯
は
此
の
三
大
秘
法
を
含
め
た
る
経
に
て
渡
ら
せ
給
え
ば 
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な
り
、
秘
す
べ
し
秘
す
べ
し
」
（
全
集
一
〇
二
三
ペ
ー
ジ
） 

と
我
等
遺
弟
を
末
文
に
置
い
て
厳
戒
さ
れ
て
お
る
。 

 

弘
安
五
年
四
月
八
日 

 

こ
の
日
附
を
拝
し
、
そ
の
末
文
と
照
ら
し
て
、
こ
れ
で
大
聖
人
の
後
世
を
戒
め
る
、
遺
言
的
御
聖
文
と
拝
す
る 

 
 
 

由
縁
で
あ
る
。 

 

池
上
に
お
け
る
九
月
八
日
よ
り
十
月
十
三
日
の
三
十
六
日
間
の
御
動
静
は
、
こ
の
三
大
秘
法
抄
の
う
ら
ず
け
で 

 
 
 

あ
る
と
私
は
拝
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
論
と
し
て 

「
釈
尊
五
十
年
の
説
法
、
白
蓮
阿
闇
梨
日
興
に
相
承
す
。
身
延
山
久
遠
寺
の
別
当
た
る
べ
き
な
り
、
在
家
出
家
共 

 
 
 

に
背
く
輩
は
非
法
の
衆
た
る
べ
き
な
り 

 

弘
安
五
年
十
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武
州
池
上 

日 

蓮 

判
」 

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
九
月
下
旬
、
蓮
祖
安
国
論
を
池
上
に
講
ず
、
師
き
き
て
安
国
論
大
意
問
答
を
撰
す
。
十
月
蓮
祖
六
上
足
を
定 

 
 
 

む
。
師
そ
の
第
三
と
な
る
す
な
わ
ち
命
を
奉
じ
そ
の
列
次
を
書
す
、
同
十
三
日
暁
補
処
の
遺
状
を
師
に
賜
う
、
之 

 
 
 

れ
を
池
上
相
承
と
云
う
そ
の
文
に
云
く
「
釈
尊
五
十
年
の
説
法
云
云…

…

」
（
要
集
五
巻
）
と
あ
る
の
が
こ
れ
で 

 
 
 

あ
る
。 
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大
聖
人
さ
ま
の
臨
終
に
つ
い
て
は
、
左
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。 

「
御
前
に
机
を
立
て
花
を
供
し
香
を
た
き
、
年
来
御
安
置
の
立
像
の
釈
迦
を
立
て
参
ら
せ
ん
と
申
し
た
り
け
れ 

 
 
 

ば
、
目
を
あ
げ
て
御
覧
あ
り
て
、
面
を
ふ
り
た
ま
う
。
あ
る
御
弟
子
御
直
筆
の
大
曼
荼
羅
を
か
け
奉
る
や
と
伺
ひ 

 
 
 

申
さ
れ
け
れ
ば
、
答
へ
給
ふ
。
仏
像
を
少
し
傍
へ
押
し
よ
せ
参
ら
せ
、
そ
の
後
御
直
筆
の
妙
法
蓮
華
経
の
大
曼
荼 

 
 
 

羅
を
か
け
給
ふ
を
御
覧
あ
り
と
云
云
、
御
遺
言
に
云
く
釈
迦
の
像
、
墓
の
側
に
之
れ
を
安
置
し
奉
つ
る
べ
し
、
御 

 
 
 

経
は
同
く
墓
所
に
こ
め
置
き
、
六
人
香
花
当
番
の
時
、
披
見
あ
る
べ
し
、
余
の
聖
教
等
は
沙
汰
の
限
り
に
候
、
依 

 
 
 

っ
て
御
遺
言
に
任
せ
記
す
る
所
件
の
如
し 

 
 

弘
安
五
年
十
月
十
六
日 
筆
者 

日
興 

今
所
引
の
文
、
祖
師
御
遷
化
の
記
録
に
し
て
御
真
書
西
山
本
門
寺
に
在
り
」
（
要
集
第
六
巻
一
三
二
ペ
ー
ジ
） 

二 

寿
量
品
に
、 

「
如
是
我
成
仏
巳
来
。
甚
大
久
遠
。
寿
命
無
量
。
阿
僧
祇
劫
。
常
住
不
滅
。
諸
善
男
子
。
我
本
行
菩
薩
道
。
所
成 

 
 
 

寿
命
。
今
猶
未
尽
。
復
倍
上
数
。
」 

と
い
う
経
文
が
あ
る
、
即
ち
、 
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「
か
く
の
如
く
、
我
成
仏
し
て
よ
り
こ
の
か
た
、
甚
だ
大
い
に
久
遠
な
り
、
寿
命
無
量
阿
僧
祇
劫
な
り
、
常
住
に 

 
 
 

し
て
滅
せ
ず
、
諸
の
善
男
子
、
我
れ
本
、
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
成
ぜ
し
所
の
寿
命
、
今
猶
未
だ
つ
き
ず
、
復
上
の 

 
 
 

数
に
倍
せ
り
」 

と
い
う
、
大
変
に
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

文
句
に
よ
れ
ば
「
如
是
我
成
仏
甚
大
久
遠
よ
り
下
は
第
二
に
非
滅
現
滅
を
明
す
、
又
は
二
と
な
す
。
初
に
は
非 

 
 
 

滅
現
滅
を
明
す
、
二
に
は
如
来
以
是
方
便
よ
り
下
は
現
滅
の
利
益
を
明
す
」
云
々
と
あ
る
。  

 

以
下
文
句
に
よ
っ
て
、
法
身
報
身
応
身
の
三
身
の
非
滅
現
滅
を
の
べ
て
み
た
い
。 

 

さ
て
、
法
身
の
常
住
不
滅
と
い
う
こ
と
は
、
法
が
常
住
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
話
は
違 

 
 
 

う
が
、
法
人
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
「
法
人
と
は
個
人
で
は
望
め
な
い
、
永
続
的
な
活
動
力
を
も
つ
人
的
結
合 

 
 
 

や
財
産
の
集
合
体
で
あ
っ
て
、
法
律
上
の
権
利
能
力
行
為
能
力
が―

法
人
格―

み
と
め
ら
れ
た
組
織
体
」
と
あ
る 

 
 

が
、
法
人
格
と
い
う
着
想
の
え
ん
げ
ん
が
、
法
身
と
い
う
言
葉
に
あ
る
と
考
え
る
時
、
人
間
の
智
慧
の
不
思
議
さ 

 
 
 

が
あ
る
で
は
な
い
か
。 

 

さ
て
、
法
が
常
住
不
滅
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
を
言
い
現
わ
し
て
お
る
か
と
い
う
に
、
文
句
に
よ
れ
ば
「
法
の 

 
 
 

常
住
不
滅
と
は
、
未
来
の
大
勢
威
猛
の
常
住
の
益
物
を
明
す
な
り
」
と
あ
る
。
即
ち
法
が
常
住
不
滅
と
い
う
こ
と 

 
 

は
、
哲
理
的
な
存
在
を
云
々
し
て
お
る
の
で
は
な
い
。
一
た
す
一
は
二
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
示
し
て 

 
 
 

お
る
の
で
は
な
い
。
イ
ン
テ
リ
は
一
た
す
一
は
二
で
あ
る
式
の
法
の
常
住
不
滅
は
理
解
す
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ 
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と
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
法
の
常
住
不
滅
の
意
味
が
本
当
に
実
は
わ
か
っ
て
お
る
の
で
な
い
の
で
あ
る
。 

 
 
 

な
ぜ
な
ら
ば
、
法
の
常
住
不
滅
と
は
、
未
来
の
大
勢
威
猛
の
常
住
の
益
物
を
明
す
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
理
解
さ 

 
 
 

れ
な
け
れ
ば
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
法
の
本
質
が
、
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

  

益
物
と
は
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
を
言
う
。
即
ち
法
の
常
住
不
滅
を
云
々
す
る
の
は
、
未
来
の
す
ば
ら
し
い
と 

 
 
 

こ
ろ
の
常
住
不
断
の
衆
生
へ
の
利
益
を
示
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
大
聖
人
は
こ
れ
を 

「
日
蓮
が
慈
悲
広
大
な
ら
ば
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
万
年
の
外
未
来
ま
で
も
流
る
べ
し
、
日
本
国
の
一
切
衆
生
の 

 
 
 

盲
目
を
ひ
ら
け
る
功
徳
あ
り
、
無
間
地
獄
の
道
を
ふ
さ
ぎ
ぬ
、
こ
の
功
徳
は
伝
教
天
台
に
も
超
へ
竜
樹
迦
葉
に
も 

 
 
 

す
ぐ
れ
た
り
、
極
楽
百
年
の
修
行
は
穢
土
の
一
日
の
功
徳
に
及
ば
ず
、
正
像
二
千
年
の
弘
通
は
末
法
の
一
時
に
劣 

 
 
 

る
か
」
（
全
集
三
二
九
ペ
ー
ジ
） 

と
報
恩
抄
に
示
さ
れ
て
お
る
。
正
に
未
来
の
大
勢
威
猛
の
常
住
の
益
物
の
す
ば
ら
し
さ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。 

 

さ
て
経
文
聖
文
嚇
々
明
々
と
い
へ
ど
、
現
在
の
イ
ン
テ
リ
が
、
こ
れ
が
理
解
が
さ
ら
に
な
い
よ
う
に
、
天
台
大 

 
 
 

師
の
時
代
に
、
名
だ
た
る
学
匠
が
こ
れ
の
理
解
が
な
く
、
そ
の
上
誤
っ
て
全
く
違
っ
た
解
釈
を
し
て
お
る
の
で
あ 

 
 

る
。 

「
舊
人
此
に
よ
っ
て
以
て
無
常
を
証
し
て
云
く
前
は
恒
沙
に
す
ぎ
後
は
上
の
数
に
倍
す
れ
ど
も
、
神
通
延
寿
に
し 

 
 
 

て
猶
是
れ
無
常
な
り
」
（
文
句
巻
第
二
六
） 
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寿
量
品
に
「
是
の
如
く
我
成
仏
し
て
よ
り
こ
の
か
た
、
甚
だ
大
い
に
久
遠
な
り
、
寿
命
無
量
阿
曾
祇
劫
な
り
、 

 
 
 

常
住
に
し
て
滅
せ
ず
」
と
あ
る
の
に
も
、
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
等
の
文
を
も
っ
て
無
常
を
証
す
る
と
解
釈
す
る
の 

 
 
 

で
あ
る
。
仏
の
智
慧
を
も
と
と
せ
ず
し
て
、
俺
れ
が
卑
少
な
る
見
解
を
も
と
と
す
る
が
た
め
に
、
仏
智
を
ま
げ
て 

 
 
 

解
釈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
大
聖
人
さ
ま
が
「
智
者
学
者
と
な
り
て
い
か
ん
が
せ
ん
」
と
言
わ
れ
た
の
は
こ
こ
で
あ 

 
 

る
。
「
権
門
に
は
学
者
多
し
」
と
言
わ
れ
た
の
も
、
こ
の
意
味
の
学
者
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
、
そ
の
学
者
は
、
寿
量
品
の
仏
を
解
釈
し
て
言
う
の
に
は
寿
量
品
の
仏
が
、
「
然
か
る
に
、
我
れ
実
に 

 
 
 

成
仏
し
て
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
た
ま
え
り
と
お
も
え
り
、
然
る
に
善
男
子
、
我
実
に
成
仏
し
て
よ
り
こ 

 
 
 

の
か
た
、
無
量
無
辺
百
千
万
億
那
由
陀
劫
な
り
、
譬
え
ば
五
百
千
万
億
那
由
陀
阿
曾
祇
の
三
千
大
千
世
界
を
、
た 

 
 
 

と
い
人
あ
っ
て
、
抹
し
て
微
塵
と
な
し
て
、
東
方
五
百
千
万
億
那
由
陀
阿
曾
祇
の
国
を
す
ぎ
て
、
乃
ち
一
塵
を
下 

 
 

し
、
是
の
如
く
東
に
ゆ
き
て
こ
の
微
塵
を
尽
さ
ん
が
如
き
、
諸
の
善
男
子
、
意
に
お
い
て
云
何
。
こ
の
諸
の
世
界 

 
 
 

は
思
惟
し
校
計
し
て
、
そ
の
数
を
知
る
こ
と
を
得
べ
し
や
」 

「
是
の
如
く
我
成
仏
し
て
よ
り
こ
の
か
た
、
甚
だ
大
い
に
久
遠
な
り
、
寿
命
阿
僧
祇
劫
な
り
、
（
略
）
復
上
の
数 

 
 
 

に
倍
せ
り
」
と
あ
る
の
を 

「
前
は
恒
沙
に
す
ぎ
、
後
は
上
の
数
に
倍
す
れ
ど
も
神
通
延
寿
に
し
て
猶
れ
無
常
な
り
」
と
学
者
は
言
う
の
で 

 
 
 
 

あ
る
。
神
通
力
で
あ
り
、
延
寿
と
い
う
が
、
今
尽
く
る
な
し
と
雖
も
、
必
ず
尽
く
る
時
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か 
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ら
無
常
だ
と
解
す
る
の
で
あ
る
。 

 
し
か
る
に
自
我
偈󠄂
の
中
に
は
、 

「
寿
命
無
数
劫
な
り
、
久
し
く
業
を
修
し
て
得
る
所
な
り
、
汝
等
智
あ
ら
ん
者
、
こ
こ
に
お
い
て
疑
い
を
生
ず
る 

 
 
 

こ
と
勿
か
れ
」 

と
あ
る
。 

 

は
っ
き
り
と
「
汝
等
有
智
者 

勿
於
此
生
疑
」
と
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
者
智
者
が
、
せ
ま
い
智
恵
か 

 
 
 

ら
判
断
し
て
、
こ
の
寿
命
は
、
神
通
延
寿
に
し
て
無
常
な
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
経
文
は
三
世
を
み
と
お
し
て
の 

 
 
 

発
言
な
り
と
、
つ
く
づ
く
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
久
し
く
業
を
修
し
て
得
る
と
こ
ろ
の
寿
命
は
無
常
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

「
何
ん
と
な
れ
ば
、
仏
は
円
因
を
修
し
て
初
住
に
登
り
た
ま
う
時
、
す
で
に
常
寿
を
得
た
ま
へ
り
、
常
寿
は
つ
く 

 
 
 

し
が
た
し
、
す
で
に
上
の
数
（
五
百
塵
点
の
数
を
言
う
）
に
倍
せ
り
」
（
文
句
巻
第
二
六
） 

 

仏
の
因
は
常
住
の
因
で
あ
っ
て
無
常
の
因
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
文
句
は
こ
の
章
句
の 

 
 
 

後
に
譬
を
引
い
て
お
る
。 

「
大
子
の
時
の
禄
す
で
に
尽
す
べ
か
ら
ず
、
況
ん
や
尊
極
に
登
っ
て
禄
用
な
ん
ぞ
尽
く
す
べ
け
ん
や
」 

 

こ
の
こ
と
は
我
々
衆
生
に
ひ
き
く
ら
べ
て
み
る
と
衆
生
の
初
発
心
に
、
に
て
お
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

「
華
厳
に
初
発
心
に
住
す
れ
ば
一
発
一
切
発
に
し
て
如
来
の
一
身
無
量
身
を
得
」 
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と
言
う
こ
と
が
あ
る
。
一
念
発
起
菩
提
心
と
は
不
顛
倒
の
心
中
で
あ
る
。
即
ち
初
発
心
に
お
い
て
如
来
の
無
量
身 

 
 
 

を
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
わ
か
ら
ず
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
修
行
を
す
る
の
で
あ
る
。
修
行
し
た
結
果
は
そ
の 

 
 
 

初
発
心
に
た
ち
も
ど
る
こ
と
と
会
得
す
る
こ
と
を
い
う
。
俗
言
で
言
う
初
志
忘
る
べ
か
ら
ず
と
言
う
の
は
こ
の
こ 

 
 
 

と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
て
久
修
業
所
得
の
無
量
が
わ
か
ら
ぬ
と
言
う
の
は
、
如
来
寿
量
品
の
寿
量
の
意
味
が
、
不
徹
底
で
あ
る
か
ら 

 
 
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
る
の
で
あ
る
。 

 

天
台
大
師
は
寿
量
品
を
釈
す
る
に
当
っ
て
前
述
の
如
き
学
匠
即
ち
叡
師
、
道
朗
、
道
生
等
の
異
解
を
あ
げ
て
最 

 
 
 

後
に
自
説
を
示
し
て
お
る
。 

「
品
は
直
ち
に
寿
量
と
言
っ
て
寿
に
量
あ
り
と
言
は
ず
寿
に
量
な
し
と
言
は
ず
」 

 

そ
こ
で
あ
る
も
の
は
そ
の
寿
は
無
常
と
解
し
、
他
は
常
住
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。 

「
実
に
量
あ
る
を
無
量
と
い
う
は
弥
陀
是
な
り―

―

無
量
寿
経
法
然
は
浄
土
三
部
の
一
と
し
、
親
鸞
は
浄
土
真
実 

 
 
 

の
教
と
説
く―

―

実
に
量
な
き
を
而
も
量
と
言
う
は
こ
の
品
（
寿
量
品
）
及
び
金
光
明
是
な
り
」
と
評
し
て
お
る
。 

 

而
し
て
寿
量
の
釈
を
し
て
お
る
が
、
前
述
の
学
匠
達
と
は
全
く
異
な
る
解
釈
を
し
て
お
る
。
即
ち
、 

「
寿
量
を
明
か
す
と
は
、
寿
と
は
受
の
義
な
り
、
真
如
は
諸
法
を
へ
だ
て
ず
、
故
に
受
と
な
す
。
又
境
智
相
応
す 

 
 
 

故
に
受
と
名
づ
く
、
又
一
期
の
報
得
は
百
年
を
た
た
ず―

―
年
月
に
支
配
さ
れ
な
い
の
意―

―

故
に
受
と
名
づ 

 
 
 

く
、
量
と
は
詮
量
な
り
、
量
の
字
は
通
ず
（
法
報
応
三
力
に
通
ず
る
の
意
）
ま
さ
し
く
別
に
よ
る
所
な
し
、
法
如 
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来
は
如
理
を
以
て
命
と
な
し
、
報
如
来
は
智
恵
を
も
っ
て
命
と
な
し
、
応
如
来
は
同
縁
の
理
を
命
を
な
す
を
詮
量 

 
 

す
、
諸
命
の
若
は
有
量
若
し
く
は
無
量
、
も
し
く
は
非
量
非
無
量
を
詮
量
す
」 

云
々
と
あ
る
。 

 

さ
て
紙
数
に
限
り
が
あ
る
の
で
省
略
し
て
、
法
報
応
の
非
滅
現
滅
を
文
句
に
つ
い
て
の
べ
て
み
ょ
う
。
今
文
句 

 
 
 

を
直
接
に
ひ
か
ず
意
訳
し
て
こ
れ
を
の
べ
る
、
学
者
よ
ろ
し
く
文
句
巻
二
十
六
を
参
せ
よ
と
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

「
法
は
本
よ
り
生
ず
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
則
ち
滅
す
る
も
の
で
も
な
い
是
が
法
身
の
非
滅
と
い
う
こ
と
で
あ 

 
 
 

る
。
然
し
な
が
ら
、
法
身
は
非
生
非
滅
で
は
あ
る
が
、
生
滅
あ
り
と
い
う
面
も
あ
る
。
そ
れ
は
法
身
の
意
味
が
わ 

 
 
 

か
ら
な
い
も
の
が
生
滅
す
る
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
法
身
の
非
滅
現
滅
と
言
う
の
で
あ
る
。
次
ぎ
に
報
身 

 
 
 

の
非
滅
現
滅
と
は
、
報
身
と
は
明
闇
相
の
ぞ
か
ず
即
ち
報
身
不
滅
の
義
な
り
と
言
う
こ
と
が
あ
る
。
明
と
は
智
で 

 
 
 

あ
り
、
闇
と
は
無
明
を
さ
す
の
で
あ
る
が
、
明
闇
の
去
来
同
時
な
る
が
如
く
こ
れ
は
相
の
ぞ
く
こ
と
が
な
い
、
相 

 
 
 

の
ぞ
か
ざ
れ
ば
即
ち
不
滅
な
り
、
惑
智
も
と
生
滅
な
し
故
に
報
身
無
生
滅
の
体
と
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の 

 
 
 

不
滅
の
報
身
に
滅
あ
り
と
唱
す
る
の
は
、
こ
の
義
を
さ
と
ら
ざ
る
者
が
、
こ
れ
を
き
い
て
、
即
明
闇
相
の
ぞ
か
ず 

 
 
 

と
い
う
こ
と
の
本
当
の
意
義
を
忘
れ
て
、
そ
れ
が
仏
で
あ
る
と
思
い
又
言
っ
て
、
お
ご
り
た
か
ぶ
っ
て
、
修
養
の 

 
 
 

道
を
修
せ
ず
、
そ
し
て
こ
れ
で
煩
悩
を
滅
し
た
の
だ
と
称
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
そ
の
よ
う
な
人
に
は
、
報
身
の 

 
 
 

滅
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。
応
身
の
非
滅
現
滅
と
は
、
応
身
は
是
法
身
報
身
の
用
即
ち
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
の
法 

 
 
 

身
報
身
は
体
す
で
に
滅
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
そ
の
働
き
に
終
町
と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う
筈
が
な
い
。
即 
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ち
こ
れ
が
、
応
身
の
不
滅
で
あ
る
。
即
ち
応
身
の
不
滅
は
法
報
に
約
し
て
説
く
、
法
報
は
常
住
で
あ
る
が
故
で
あ 

 
 

る
。
そ
し
て
法
報
応
の
三
身
は
相
称
の
故
に
応
用
が
た
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
衆
生
は
つ
き
る
こ
と
が 

 
 
 

な
い
。
即
ち
滅
度
し
な
い
の
で
あ
る
。
応
身
は
応
用
た
え
ず
衆
生
つ
き
ず
即
ち
滅
度
せ
ず
」 

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

結
論
す
れ
ば
法
身
は
当
体
に
不
生
滅
を
論
じ
、
報
身
は
よ
く
生
滅
な
し
と
了
達
す
、
応
身
は
相
続
し
て
生
滅
せ 

 
 
 

ず
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
法
身
報
身
の
常
住
は
理
解
さ
れ
る
が
、
応
身
の
常
住
は
中
々
理
解
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
応
身
の 

 
 
 

理
解
へ
の
不
徹
底
さ
が
ひ
い
て
は
、
法
報
二
仏
の
否
定
と
も
な
っ
て
、
無
仏
論
を
生
む
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。 

幸
に
し
て
、
日
蓮
正
宗
の
信
徒
に
は
そ
れ
が
全
く
な
い
と
言
っ
て
よ
ろ
し
い
。
即
ち
、 

「
然
る
に
日
蓮
聖
人
御
入
滅
あ
る
と
き
補
処
を
定
む
。
そ
の
次
ぎ
そ
の
次
ぎ
に
仏
法
相
属
し
て
、
当
代
の
法
主
の 

 
 
 

所
に
本
尊
の
躰
あ
る
べ
き
な
り
、
こ
の
法
主
に
値
い
奉
る
は
、
聖
人
の
生
れ
代
り
て
出
世
し
た
ま
う
故
に
、
生
身 

 
 
 

の
聖
人
に
値
遇
結
縁
し
て
、
師
弟
相
対
の
題
目
を
同
声
に
唱
え
奉
り
信
心
異
他
な
く
、
尋
便
来
帰
成
使
見
之
ず
、 

 
 
 

何
ぞ
末
代
の
我
等
卅
二
相
八
十
種
好
の
仏
に
値
い
奉
る
べ
き
、
当
代
の
聖
人
の
信
心
無
二
の
所
こ
そ
生
身
の
御
本 

 
 
 

尊
な
れ
、
こ
の
本
尊
を
口
に
は
言
へ
ど
も
身
に
行
ぜ
ず
ば
本
尊
を
と
り
定
む
べ
き
事
な
り
、
釈
尊
と
聖
人
と
互
為 

 
 
 

主
伴
し
た
ま
う
事
を
知
ら
ざ
る
な
り
、
よ
く
よ
く
明
ら
む
べ
き
こ
と
な
り
」
（
富
士
宗
学
要
集
第
二
巻
三
〇
九
ペ 

 
 
 

ー
ジ
） 


