
一
、
は
じ
め
に

　

皆
さ
ん
は
日
蓮
聖
人
を
ど
の
よ
う
な
方
で
あ
っ
た
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
東
国
、
現
在
の
千
葉
県
の
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
で
、「
東

男
」
の
堅
く
野
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
痛
烈
に
諸
宗
を
批
判
さ
れ
る
こ
と
か
ら
非
常
に
厳
し
い
方
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
る
人
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
は
こ
れ
ら
の
意
見
に
対
し
て
「
実
は
柔
和
で
優
美
な
感
性
を
お
持
ち
の
方
で
あ
っ
た
」
と
強
く
お
伝

え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
聖
人
の
お
書
き
に
な
っ
た
書
（
特
に
書
状
）
を
拝
読
す
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
確
か
に
中
に

は
厳
し
く
諫
め
る
言
葉
が
多
く
な
ら
ぶ
書
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
方
で
は
、
や
さ
し
く
嫋
や
か
な
表
現
を
用
い
ら
れ
て
い
る
書
も
多
く
存
在
す
る
の

で
す
。
聖
人
が
様
々
な
書
に
鏤
め
た
「
言
葉
」
こ
そ
は
、
日
蓮
教
学
の
根
幹
で
あ
る
と
同
時
に
、
聖
人
そ
の
人
で
あ
り
、
接
す
る
者
の
多
く
を
深
い
感

動
に
浸
ら
せ
る
の
で
す
。
強
く
信
仰
を
説
く
激
し
い
文
言
の
一
方
で
、
檀
越
の
心
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
時
に
は
涙
す
る
そ
の
「
お
ひ
と
が
ら
」
は
、

様
々
な
書
の
文
言
が
見
事
に
映
し
出
し
、「
人
間・

日
蓮
」
が
現
代
に
燦
然
と
姿
を
現
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

今
回
、
第
二
講
と
致
し
ま
し
て
「
遺
文
か
ら
み
る
日
蓮
聖
人
の
お
ひ
と
が
ら
」
と
題
し
て
、
書
状
に
鏤
め
ら
れ
る
文
言
よ
り
、
聖
人
の
人
物
像
、
お

ひ
と
が
ら
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

身
延
山
大
学
京
都
特
別
公
開
講
座
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
）
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二
、
日
蓮
聖
人
の
書
蹟
に
ふ
れ
る

・

書
蹟
に
ふ
れ
る

　

聖
人
の
記
さ
れ
た
書
を
総
称
し
て
「
御
遺
文
」・

「
御
妙
判
」・

「
聖
教
」・

「
祖
書
」
な
ど
と
称
し
ま
す
。
ま
た
そ
の
種
類
に
つ
い
て
み
る
と
大
き
く
五
つ

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
「
著
書
」・

「
書
状
（
消
息・

お
手
紙
）」・

「
要
文
」・

「
図
録
」・

「
写
本
」
で
あ
り
ま
す
。
聖
人
が
記
さ
れ
た
と
い
う
点

で
は
「
曼
荼
羅
本
尊
」
も
こ
の
分
類
に
入
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、「
曼
荼
羅
本
尊
」
は
信
仰
の
対
象
で
あ
り
、
厳
密
に
は
そ
の
性
質
は
異
な
る
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
分
類
か
ら
は
外
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
こ
の
内
の
「
著
述
」
と
「
書
状
」
を
中
心
に
お
話
し
を
進
め
て
参
り
ま
す
。

　

聖
人
は
き
わ
め
て
速
筆
で
、
瞬
く
間
に
一
通
の
書
状
を
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
る
で
「
大
空
を
舞
う
龍
」
の
よ
う

な
文
字
に
現
れ
て
お
り
、
非
常
に
躍
動
感
に
あ
ふ
れ
た
文
字
に
て
人
々
を
導
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
立
正
大
学
名
誉
教
授
の
中
尾 

堯
先
生
は

こ
の
点
に
関
し
て
、
聖
人
は
遺
文
を
書
く
際
に
運
筆
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
よ
う
に
松
煙
墨
（
青
墨
）
を
使
う
傾
向
に
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

松
煙
墨
と
は
松
の
根
や
皮
を
燃
焼
さ
せ
「
す
す
」
を
採
り
、
そ
れ
を
に
か
わ
で
固
め
て
作
る
墨
で
、
青
灰
色
を
帯
び
た
墨
色
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
墨
は

古
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
墨
色
を
さ
ら
に
変
化
さ
せ
、
一
層
青
味
が
強
く
な
る
の
が
特
徴
で
、
こ
こ
に
「
青
墨
」
と
も
い
わ
れ
る
所
以
が
あ
る
の
で
す
。

・

日
蓮
聖
人
が
使
用
し
た
料
紙
に
つ
い
て

　

現
存
す
る
聖
人
の
著
述
や
書
状
の
多
く
は
巻
子
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
巻
紙
を
片
手
に
筆
を
走
ら
せ
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
り
ま

す
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
現
在
の
巻
子
体
は
後
世
の
修
復
に
よ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
が
分
か
る
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ

る
の
が
、
紙
の
継
ぎ
目
に
文
字
が
渡
っ
て
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
聖
人
自
ら
が
丁
数
を
打
た
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
丁
数
を
打
つ
こ
と
を
「
丁
付
」

と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
よ
り
聖
人
は
、
重
ね
ら
れ
た
紙
に
一
枚
一
枚
筆
を
走
ら
せ
、
書
を
し
た
た
め
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
丁
付
に
は
特
徴
が
み
ら
れ
、
多
く
の
書
状
の
一
紙
目
は
左
上
に
、
二
枚
目
以
降
に
は
右
上
に
丁
付
け
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
よ
り
一
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紙
目
は
文
章
を
書
か
れ
た
後
に
丁
数
を
打
ち
、
二
枚
目
以
降
に
は
丁
数
を
打
っ
た
後
に
文
章
を
、
と
い
う
書
き
方
を
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。

三
、
著
述
に
み
る
聖
人
の
想
い

・

『
立
正
安
国
論
』
に
み
る
天
変
地
夭
に
対
す
る
お
考
え

　

で
は
、
次
に
聖
人
の
記
さ
れ
た
著
述
よ
り
聖
人
の
想
い
に
つ
い
て
著
述
の
文
言
に
注
目
し
て
、
激
動
の
鎌
倉
期
を
過
ご
さ
れ
た
聖
人
の
「
時
勢
」
に

対
す
る
お
考
え
に
つ
い
て
、
ま
た
特
に
「
孝
養
」
に
対
す
る
お
考
え
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

聖
人
は
出
家
地
で
あ
っ
た
清
澄
寺
を
追
わ
れ
る
形
で
離
山
し
、
ま
ず
政
治
の
中
心
地
で
あ
っ
た
鎌
倉
に
お
い
て
法
華
経
弘
通
を
開
始
さ
れ
ま
す
。
そ

の
拠
点
は
草
庵
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
名
越
の
松
葉
谷
と
い
う
所
で
し
た
。
こ
こ
は
鎌
倉
幕
府
の
、
北
条
一
門
の
有
力
氏
族
で
あ
っ
た
名
越
氏
の
邸
宅
な

ど
が
あ
っ
た
場
所
と
さ
れ
、
鎌
倉
の
要
所
と
も
い
う
べ
き
地
で
あ
り
ま
す
。
当
時
の
布
教
内
容
は
「
法
華
経
受
持
の
勧
奨
」
と
「
諸
宗
批
判
」、
特
に
諸

宗
批
判
の
矛
先
は
法
然
浄
土
教
と
禅
で
あ
っ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
聖
人
が
諸
宗
批
判
を
繰
り
返
さ
れ
た
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
、
宮
崎
英
修
先
生
は
『
日

蓮
辞
典
』
に
お
い
て
「
諸
宗
立
宗
の
祖
師
ら
は
自
ら
の
意
趣
に
よ
っ
て
依
経
を
選
択
し
て
お
り
、
仏
意
に
随
順
し
て
い
な
い
と
見
抜
い
た
か
ら
」
で
あ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
意
と
は
釈
尊
が
本
当
に
言
い
た
か
っ
た
事
、
つ
ま
り
釈
尊
の
真
意
で
あ
り
、
諸
宗
の
高
僧
ら
は
自
ら
の
能
力
に
応
じ
て

依
る
べ
き
経
典
を
選
択
し
て
い
る
た
め
、
真
意
に
背
い
て
い
る
の
だ
と
聖
人
は
諸
宗
の
高
僧
ら
を
断
罪
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
鎌
倉
で
の
弘
通
の
中
、
日
本
は
様
々
な
自
然
災
害
に
直
面
す
る
の
で
し
た
。
聖
人
が
鎌
倉
に
入
ら
れ
た
こ
の
頃
を
契
機
と
し
て
日
本
各

地
で
自
然
災
害
（
天
変
地
夭
）
が
う
ち
続
い
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
立
正
安
国
論
』
の
冒
頭
部
分
の
、

旅
客
来
嘆
曰
自
近
年
至
近
日
天
変
地
夭
飢
饉
疫
癘
遍
満
天
下
広
迸
地
上
。
牛
馬
斃
巷
骸
骨
充
路
。
招
死
之
輩
既
超
大
半
不
悲
之
族
敢
無
一
人
。

�

（
定
本　

二
〇
九
頁
）
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と
い
う
有
名
な
文
に
そ
の
惨
状
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
『
立
正
安
国
論
』
は
主
客
問
答
体
に
て
記
さ
れ
て
お
り
、
主
人
に
対
し
て
旅
客
が
「
近

年
打
ち
続
く
災
害
が
や
む
こ
と
無
く
、
鎌
倉
の
大
路
小
路
に
は
牛
馬
が
倒
れ
て
お
り
、
死
人
の
骸
骨
が
充
ち
満
ち
て
い
る
。
多
く
の
人
々
は
死
を
見
な

が
ら
悲
し
み
苦
し
ん
で
い
る
」
と
当
時
の
状
況
を
克
明
に
告
げ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
状
態
は
ま
さ
に
地
獄
の
様
態
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
時

の
為
政
者
は
篤
く
仏
教
を
外
護
し
、
多
く
の
大
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
仏
都
の
観
」
を
呈
し
て
い
る
鎌
倉
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
民
衆
は
苦
し
み
に
あ
え
い
で
い
る
。
こ
の
問
題
に
聖
人
は
仏
教
者
と
し
て
解
答
を
出
す
た
め
に
様
々
な
経
典
の
閲
読
を
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

当
然
、
閲
読
は
法
華
経
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
明
ら
か
な
文
証
を
み
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
鎮
護
国
家
の
経
典
」
に

ま
で
そ
の
閲
読
範
囲
は
及
び
ま
す
。
そ
し
て
『
大
集
経
』、『
金
光
明
経
』、『
般
若
経
』、『
薬
師
経
』
の
閲
読
に
及
ん
で
、
救
世
の
経
典
は
正
法
『
妙
法

蓮
華
経
』
で
あ
り
、
浄
土
教
や
禅
の
流
行
に
よ
っ
て
正
法
の
流
布
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
天
変
地
夭
が
巷
に
蔓
延
る
の
だ
と
見
い
だ
さ
れ
た
の
で

し
た
。
こ
の
発
見
こ
そ
が
『
立
正
安
国
論
』
の
執
筆
動
機
で
あ
り
、『
守
護
国
家
論
』、『
災
難
興
起
由
来
』、『
災
難
対
治
抄
』
を
記
し
た
後
、
こ
の
三
書

が
底
本
と
な
り
『
立
正
安
国
論
』
が
完
成
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
立
正
安
国
論
』
は
得
宗
被
官
で
あ
っ
た
宿
屋
入
道
最
信
を
仲
介
と
し
て
前
執

権
北
条
時
頼
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
『
立
正
安
国
論
』
の
要
点
内
容
を
簡
単
に
図
式
化
す
る
と
、

正
法
廃
棄
→
悪
法
帰
依
→
善
神
捨
国
→
聖
人
辞
処
→
悪
鬼
跳
梁
→
災
害
続
出

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
仏
典
に
示
さ
れ
る
「
三
災
七
難
」
の
内
、
既
に
五
難
は
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
悪
法
に
帰
依
す
る
こ
と
を
止

め
な
け
れ
ば
残
り
の
二
難
が
必
ず
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
で
す
。
こ
こ
に
あ
る
悪
法
こ
そ
が
巷
で
流
行
し
て
い
る
「
法
然
浄
土
教
」
で
あ
り
、

こ
の
流
行
に
よ
り
発
生
す
る
残
り
の
二
難
こ
そ
が
「
自
界
叛
逆
難
（
内
乱
の
発
生
）」
と
「
他
国
侵
逼
難
（
外
国
か
ら
の
侵
略
）」
で
あ
る
と
す
る
の
で

す
。
そ
し
て
、

汝
早
改
信
仰
之
寸
心
速
帰
実
乗
之
一
善
。
然
則
三
界
皆
仏
国
也
。
仏
国
其
衰
哉
。
十
方
悉
宝
土
也
。
宝
土
何
壊
哉
。
国
無
衰
微
土
無
破
壊
身
是
安

全
心
是
禅
定
。
此
詞
此
言
可
信
可
崇
矣
。�

（
定
本　

二
二
六
頁
）

と
記
さ
れ
、「
人
々
は
信
仰
の
矛
先
を
悪
法
（
法
然
浄
土
教
）
よ
り
正
法
で
あ
る
法
華
経
へ
む
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
皆
が
法
華
経
信
仰
に
邁
進
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す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
こ
の
世
界
は
仏
の
国
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
仏
の
国
は
衰
え
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
全
て
は
宝
（
法
華
経
に
示
さ
れ
る
七
宝
な
ど
）

に
て
飾
ら
れ
る
土
地
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
宝
に
て
飾
ら
れ
る
地
は
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
国
が
衰
え
ず
、
ま
た
大
地
が
破
壊
さ
れ
る

こ
と
が
な
け
れ
ば
、
こ
こ
に
住
む
人
々
の
身
は
安
全
で
あ
り
、
心
は
常
に
平
静
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
の
だ
」
と
法
華
経
信
仰
の
重
要
性
を
強
調
さ

れ
る
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
は
ま
さ
し
く
、先
に
も
述
べ
た
聖
人
の
主
張
で
あ
る
「
法
華
経
受
持
の
勧
奨
」
と
「
諸
宗
批
判
」
が
如
実
に
示
さ
れ
て
た
文
言
で
あ
り
、
宗
教

者
と
し
て
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
当
時
の
情
勢
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
い
う
強
い
意
思
と
、
厳
し
い
態
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

・

『
報
恩
抄
』
に
み
る
「
孝
養
」
に
関
す
る
お
考
え

　

聖
人
は
仏
教
者
と
し
て
主
君
や
師
匠
、
そ
し
て
両
親
に
対
し
て
、
私
た
ち
と
異
な
り
大
変
厳
し
い
態
度
を
取
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
仏
教
に
お
い
て
真

の
信
仰
、
真
の
報
恩
を
語
る
上
で
『
法
華
三
昧
行
法
』
な
ど
に
説
か
れ
る
「
棄
恩
入
無
為　

真
実
報
恩
者
」
と
い
う
一
節
が
よ
く
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
は
「
世
俗
の
主
君
や
親
、
師
匠
な
ど
か
ら
受
け
た
恩
な
ど
を
捨
て
て
で
も
仏
道
を
習
い
究
め
る
者
こ
そ
が
真
の
報
恩
の
者
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で

す
。
現
代
に
お
い
て
両
親
な
ど
に
逆
ら
い
、
受
け
た
恩
を
捨
て
る
事
は
「
不
孝
者
」
の
何
者
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
そ

う
で
は
な
い
の
だ
と
聖
人
は
述
べ
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
あ
る
「
逆
ら
う
」
と
い
う
の
は
「
言
わ
れ
た
こ
と
、
教
え
ら
れ
た
こ
と
に
背
く
」
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、「
世
俗
の
恩
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
仏
道
に
邁
進
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
『
報
恩
抄
』
を
み
ま
す

と
、

仏
法
を
習
極
め
ん
と
を
も
わ
ば
、
い
と
ま
あ
ら
ず
は
叶
べ
か
ら
す
。
い
と
ま
あ
ら
ん
と
を
も
わ
ば
、
父
母・

師
匠・

国
主
等
に
随
て
は
叶
べ
か
ら

ず
。
是
非
に
つ
け
て
、
出
離
の
道
を
わ
き
ま
へ
ざ
ら
ん
ほ
ど
は
、
父
母・
師
匠
等
の
心
に
随
べ
か
ら
ず
。�

（
定
本　

一
一
五
五
頁
）

と
聖
人
は
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
仏
法
を
習
い
究
め
る
た
め
に
は
暇
を
止
め
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
叶
う
事
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
両
親

や
師
匠
な
ど
に
従
っ
て
い
て
縛
ら
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
同
様
に
仏
道
を
究
め
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
生
死
の
無
常
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
な
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ら
ば
、
そ
の
願
い
が
成
就
す
る
ま
で
両
親
や
師
匠
に
従
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
の
だ
」
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
仏
道
の
究
明
」、「
覚
り
へ
の
道
を

究
め
る
」
こ
と
こ
そ
が
仏
道
を
修
学
す
る
者
の
最
も
大
切
な
目
標
で
あ
り
、
そ
れ
を
求
め
る
た
め
に
は
全
て
を
排
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

と
述
べ
ら
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
仏
道
に
邁
進
す
る
事
に
よ
り
、
実
は
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
父
母・

師
匠・

主
君
等
は
救
済
さ
れ
る
の

で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
こ
そ
が
仏
教
に
お
け
る
「
真
の
報
恩
」
で
あ
り
、「
真
の
孝
養
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
す
。

四
、
日
蓮
聖
人
の
弟
子
檀
越
に
対
す
る
想
い

・

書
状
の
文
体
に
つ
い
て

　

先
に
自
然
災
害
な
ど
に
見
舞
わ
れ
る
当
時
の
時
勢
な
ど
に
つ
い
て
、
著
述
よ
り
聖
人
の
想
い
を
み
て
み
ま
し
た
。
著
述
の
文
言
は
現
代
の
人
々
に
と
っ

て
大
変
厳
し
い
文
言
が
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
書
状
に
は
大
変
優
し
い
、
先
に
も
述
べ
ま
し
た
「
非
常
に
人
間
味
溢
れ
る
日
蓮
聖
人
像
」
を
み

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
次
に
こ
の
書
状
に
み
る
聖
人
の
お
姿
、
檀
越
に
対
す
る
想
い
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

聖
人
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
、
特
に
書
状
に
は
そ
の
内
容
に
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
具
体
的
に
挙
げ
れ
ば
そ
れ
は
①
供
養
に
対
す
る
返

礼
と
、
②
法
華
経
を
弘
め
る
も
の
と
し
て
の
「
法
華
経
受
持
の
勧
奨
」
で
あ
り
ま
す
。
特
に
②
に
お
い
て
、
法
華
経
を
信
仰
す
る
も
の
の
あ
る
べ
き
姿

や
、
ど
の
よ
う
に
人
々
な
ど
は
救
済
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
、
し
か
も
釈
尊
伝
や
多
く
の
経
典
の
文
言
を
通
じ
て
、
人
々
を
励
ま
し
、
時
に

は
共
に
悲
し
む
と
い
う
宛
先
へ
の
温
か
い
気
遣
い
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
書
状
を
し
た
た
め
な
が
ら
弟
子
檀
越
を
心
配
し
、
そ
の
身
を
案
じ
て
涙
す
る

聖
人
の
お
ひ
と
が
ら
。
そ
し
て
遣
わ
さ
れ
た
書
状
を
読
み
、
涙
を
流
し
救
わ
れ
る
弟
子
檀
越
た
ち
の
姿
。
人
々
は
聖
人
の
お
ひ
と
が
ら
を
慕
い
、
そ
し

て
そ
の
文
言
に
「
心
の
平
安
」
を
得
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

聖
人
の
書
状
の
文
体
を
み
る
と
、
そ
の
文
章
は
漢
文
体・

和
文
体・

和
漢
混
淆
文
の
三
種
に
大
分
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
対
合
衆
（
宛
先
）
の
社
会
階

層
や
そ
の
性
格
、
ま
た
教
学
理
解
を
深
く
考
え
ら
れ
た
上
で
書
を
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
書
状
を
通
じ
た
「
対
機
説
法
」
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で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
武
士
で
あ
り
、
弟
子
ら
以
上
に
法
華
経
内
容
理
解
に
優
れ
て
い
た
富
木
常
忍
や
大
田
乗
明・

四
条
金
吾
な
ど
の
篤
信
者
、
特
に

そ
の
よ
う
な
男
性
に
宛
て
た
書
状
の
多
く
に
は
格
調
高
い
漢
文
体
、
さ
ら
に
荘
厳
な
楷
書
で
揮
毫
さ
れ
た
も
の
が
多
く
現
存
し
て
お
り
、
逆
に
い
え
ば

こ
の
よ
う
な
書
状
を
受
け
取
っ
て
い
た
人
物
は
非
常
に
高
い
地
位
や
深
い
教
学
内
容
理
解
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

一
方
で
は
、
優
美
で
流
れ
る
よ
う
な
和
文
体
で
し
た
た
め
ら
れ
た
書
状
も
多
く
現
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
女
性
信
者
に
宛
て
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
ま
す
。
聖
人
に
は
女
性
檀
越
が
多
く
存
在
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
末
法
世
の
人
々
を
救
う
正
法
と
し
て
、

依
経
と
さ
れ
た
法
華
経
に
は
、
言
わ
ず
も
が
な
「
女
人
成
仏
」
が
説
か
れ
て
い
る
点
で
す
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
混
迷
を
極
め
る
世
情
を
生
き

た
女
性
檀
越
の
心
に
寄
り
添
う
聖
人
の
心
が
「
女
人
成
仏
」
を
説
く
法
華
経
の
文
言
を
通
じ
て
信
仰
者
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
す
と
同
時
に
、
現
代
に
も

通
じ
る
病
の
苦
し
み
、
夫
婦
間
の
悩
み
や
女
性
の
子
を
想
う
母
の
気
持
ち
に
対
す
る
解
答
を
書
状
を
も
っ
て
説
き
示
さ
れ
た
か
ら
と
も
い
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
男
性
に
宛
て
た
書
状
に
は
「
格
調
高
い
漢
文
体
、
さ
ら
に
荘
厳
な
楷
書
」、
女
性
に
宛
て
た
書
状
に
は
「
優
美
で
流
れ
る
よ
う
な
和
文

体
」
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
平
安
時
代
か
ら
の
「
書
の
作
法
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
教
養
は
『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
な
ど
に
よ
れ
ば
藤
原

為
家
よ
り
習
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
藤
原
為
家
は
藤
原
為
相
の
父
で
あ
り
、
息
子
の
為
相
は
歌
道
の
宗
家
の
一
つ
「
冷
泉
家
」
の
祖
で
あ
り
ま
す
。

・

書
状
に
現
れ
る
聖
人
の
想
い
―
富
木
常
忍
の
妻
に
宛
て
た
書
状
―

　

そ
れ
で
は
実
際
に
檀
越
ら
に
宛
て
た
書
状
を
み
な
が
ら
、
聖
人
の
檀
越
に
対
す
る
想
い
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
挙
げ
る
の
が
大
檀

越
の
一
人
で
あ
る
富
木
常
忍
の
妻
、
富
木
女
房
尼
に
宛
て
ら
れ
た
書
状
で
す
。
富
木
女
房
尼
は
富
木
常
忍
の
妻
と
し
て
、
夫
に
も
勝
る
と
も
劣
ら
な
い

法
華
経
の
信
仰
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
病
弱
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
体
調
面
で
大
変
苦
労
さ
れ
た
こ
と
が
書
状
か
ら
伺
え
ま
す
。
ま
た
富
木
女
房

尼
に
は
「
連
れ
子
」
が
一
人
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
聖
人
の
弟
子
で
あ
り
、
後
の
六
老
僧
の
一
人
で
あ
る
伊
与
阿
闍
梨
日
頂
が
そ
の
人
で
す
。

　
（
一
）『
富
城
殿
女
房
尼
御
前
御
書
』

　

富
木
女
房
尼
に
遣
わ
さ
れ
た
書
状
『
富
城
殿
女
房
尼
御
前
御
書
』
の
冒
頭
部
分
に
は
、
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は
る
か
に
み
ま
い
ら
せ
候
は
ね
ば
、
を
ぼ
つ
か
な
く
候
。�

（
定
本　

一
七
一
〇
頁
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、「
久
し
く
お
め
に
か
か
っ
て
い
な
い
が
、
体
調
は
い
か
が
か
」
と
富
木
女
房
尼
の
体
調
面
を
気
遣
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
、

た
う
じ
（
当
時
）
と
て
も
た
の
し
き
事
は
候
は
ね
ど
も
、
む
か
し
は
こ
と
に
わ
び
し
く
候
し
時
よ
り
、
や
し
な
わ
れ
ま
い
ら
せ
て
候
へ
ば
、
こ
と

に
を
ん
（
恩
）
を
も
く
を
も
ひ
ま
い
ら
せ
候
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
の
ち
は
つ
る
か
め
の
ご
と
く
、
さ
い
わ
い
は
月
の
ま
さ
り
、
し
を
（
潮
）

の
み
つ
が
ご
と
く
と
こ
そ
、
法
華
経
に
は
い
の
り
ま
い
ら
せ
候
へ�

（
定
本　

一
七
一
〇
～
一
頁
）

と
、「
自
ら
は
今
現
在
、
安
楽
に
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
以
前
の
法
難
の
日
々
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
そ
の
時
か
ら
富
木
女
房
尼
よ
り
受
け
た

供
養
、
ま
た
現
在
も
引
き
続
き
ご
供
養
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
篤
い
恩
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
富
木
女
房
尼
の
体
調
が
良
好
と
な

り
、
寿
命
が
鶴
や
亀
の
よ
う
に
長
く
保
た
れ
、
幸
い
は
月
が
明
る
さ
を
増
し
潮
が
満
ち
て
い
く
よ
う
に
と
、
日
々
法
華
経
に
御
祈
念
申
し
上
げ
て
い
る
」

と
、
今
ま
で
の
富
木
女
房
尼
か
ら
の
供
養
に
対
す
る
感
謝
を
述
べ
、
健
や
か
に
日
々
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
祈
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

本
書
は
先
の
日
頂
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
ず
、

さ
て
は
え
ち
（
越
）
後
房・

し
も
つ
け
房
と
申
僧
を
い
よ
ど
の
に
つ
け
て
候
ぞ
。
し
ば
ら
く
ふ
び
ん
に
あ
た
ら
せ
給
へ
と
、
と
き
殿
に
は
申
さ
せ

給
。
恐
恐
謹
言�

（
定
本　

一
七
一
一
頁
）

と
、
熱
原
法
難
に
よ
っ
て
身
を
ひ
そ
め
た
越
後
房・

下
野
房
を
日
頂
に
つ
け
て
よ
こ
す
の
で
面
倒
を
見
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
に
「
追

而
書
（
追
伸
）」
の
部
分
に
、

い
よ
房
は
学
生
に
な
り
て
候
ぞ
。
つ
ね
に
法
門
き
か
せ
給
候
へ
。�

（
定
本　

一
七
一
〇
頁
）

と
「
日
頂
は
大
変
優
れ
た
学
僧
と
な
っ
た
。
故
に
対
面
し
た
際
に
は
法
門
を
尋
ね
る
と
良
い
で
あ
ろ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
頂
は
若
い

う
ち
に
聖
人
の
弟
子
と
な
り
ま
し
た
。
自
ら
の
実
子
を
富
木
女
房
尼
は
い
つ
も
心
配
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
久
方
ぶ
り
に
子
と
会
う
だ
け
で
も
嬉

し
く
て
し
ょ
う
が
な
い
の
が
親
の
気
持
ち
で
し
ょ
う
が
、
さ
ら
に
書
状
に
記
さ
れ
る
実
子
の
成
長
し
た
姿
に
富
木
女
房
尼
の
感
情
は
爆
発
し
た
の
で
は
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な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
書
状
か
ら
は
「
子
を
想
う
母
の
気
持
ち
」
を
深
く
汲
み
取
る
、
先
の
書
状
に
み
え
る
大
変
厳
し
い
お
姿
と
は
別
の
、
非
常
に

優
し
い
聖
人
の
お
ひ
と
が
ら
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
（
二
）『
可
延
定
業
御
書
』

　

続
い
て
、
先
の
書
状
と
同
様
に
富
木
女
房
尼
に
宛
て
ら
れ
た
『
可
延
定
業
御
書
』
を
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
書
は
富
木
女
房
尼
の
病
気
を

見
舞
い
な
が
ら
法
華
経
の
信
仰
を
説
き
、「
急
ぎ
治
療
す
れ
ば
必
ず
完
治
す
る
」
と
記
さ
れ
る
書
状
で
す
。
聖
人
は
仏
教
者
で
す
。
信
仰
を
説
く
者
と
し

て
様
々
な
仏
教
説
話
が
記
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
本
書
は
大
変
現
実
的
、
か
つ
人
の
心
の
機
微
と
い
う
も
の
が
示
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
冒
頭
部
分
に
お
い
て
、

夫
病
に
二
あ
り
。
一
者
軽
病
、
二
者
重
病
。
重
病
す
ら
善
医
に
値
て
急
に
対
治
す
れ
ば
命
猶
存
す
。
何
況
軽
病
を
や
。
業
に
二
あ
り
。
一
定
業
、

二
不
定
業
。
定
業
す
ら
能
々
懺
悔
す
れ
ば
必
消
滅
す
。
何
況
不
定
業
を
や
。�

（
定
本　

八
六
一
頁
）

と
「
病
に
は
二
つ
あ
る
。
一
に
軽
い
病
、
二
に
重
い
病
。
重
病
で
す
ら
良
い
医
師
に
出
会
い
、
急
い
で
治
療
す
れ
ば
病
は
癒
え
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
軽

い
病
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
我
々
の
過
去
世
か
ら
の
行
動
が
現
在
に
影
響
さ
せ
る
働
き
（
業
）
と
い
う
も
の
に
も
二
つ
あ
る
。
そ
れ
は
一
に
定
業
、

二
に
不
定
業
で
あ
る
。
過
去
世
の
行
い
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
業
で
す
ら
、
よ
く
よ
く
懺
悔
す
れ
ば
必
ず
消
滅
す
る
。
故
に
定
ま
っ
て
い
な
い
業
な

ど
は
日
々
の
行
い
に
よ
り
必
ず
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。
日
々
の
行
い
に
よ
り
定
ま
る
業
で
す
ら
消
滅
す
る
の
で
す
か
ら
、
病
な
ど

は
急
い
で
良
い
医
師
と
出
会
い
、
治
療
す
る
べ
き
で
あ
る
と
富
木
女
房
尼
を
勇
気
づ
け
な
が
ら
、
そ
の
治
療
を
勧
め
て
い
る
の
で
す
。
宗
教
者
と
い
う

も
の
は
と
か
く
目
に
見
え
な
い
も
の
を
言
い
が
ち
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鎌
倉
期
と
い
う
医
療
も
進
ん
で
い
な
い
時
代
に
お
い
て
、
非
常
に
現
実

的
に
富
木
女
房
尼
の
病
気
に
対
し
ア
ド
バ
イ
ス
を
送
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
に
聖
人
の
的
確
な
助
言
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
に
あ
る
人
物
が
登
場
し
ま
す
。
そ
れ
は
先
に
も
あ
げ
た
、
富
木
氏
と
同
じ
く
聖
人
の
大
檀
越
の
一
人
で
あ
っ
た
四
条
金
吾
（
四
条
頼
基・

中
務
三
郎
左
衛
門
尉
と
も
）
と
い
う
人
物
で
す
。
四
条
金
吾
は
武
士
と
し
て
江
馬
光
時
に
つ
か
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
薬
学
の
知
識
に

長
け
て
お
り
、
建
治
と
弘
安
の
交
わ
り
よ
り
体
調
を
崩
さ
れ
た
聖
人
に
対
し
て
も
、
そ
の
知
識
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
薬
を
調
合
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
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そ
の
薬
を
飲
ん
だ
聖
人
を
し
て
、「
臨
終
を
覚
悟
し
た
病
が
今
は
一
〇
〇
分
の
一
に
な
っ
た
」
と
そ
の
能
力
を
賞
賛
す
る
ほ
ど
で
あ
り
ま
し
た
。
聖
人
は

富
木
女
房
尼
に
対
し
て
、

其
上
最
第
一
の
秘
事
は
ん
べ
り
。
此
経
文
は
後
五
百
歳
二
千
五
百
余
年
の
時
、
女
人
の
病
あ
ら
ん
と
と
か
れ
て
候
文
な
り
。
阿
闍
世
王
は
御
年
五

十
二
月
十
五
日
、
大
悪
瘡
身
に
出
来
せ
り
。
大
医
耆
婆
が
力
も
及
ず
、
三
月
七
日
必
死
て
無
間
大
城
に
堕
べ
か
り
き
。
五
十
余
年
が
間
大
楽
一
時

に
滅
し
て
、
一
生
の
大
苦
三
七
日
に
あ
つ
ま
れ
り
。
定
業
限
あ
り
し
か
ど
も
仏
、
法
華
経
を
か
さ
ね
て
演
説
し
て
、
涅
槃
経
と
な
づ
け
て
大
王
に

あ
た
え
給
し
か
ば
、
身
の
病
忽
に
平
愈
、
心
の
重
罪
も
一
時
に
露
と
消
に
き
。
仏
滅
後
一
千
五
百
余
年
、
陳
臣
と
申
人
あ
り
き
。
命
知
命
に
あ
り

と
申
て
五
十
年
に
定
て
候
し
が
、
天
台
大
師
に
値
て
十
五
年
の
命
を
宣
て
、
六
十
五
ま
で
を
は
し
き
。
其
上
、
不
軽
菩
薩
更
増
寿
命
と
と
か
れ
て
、

法
華
経
を
行
じ
て
定
業
を
の
べ
給
き
。
彼
等
皆
男
子
也
。
女
人
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
法
華
経
を
行
じ
て
寿
を
の
ぶ
。
又
陳
臣
は
後
五
百
歳
に
も

あ
た
ら
ず
。
冬
の
稻
米・

夏
菊
花
の
ご
と
し
。
当
時
の
女
人
の
法
華
経
を
行
じ
て
定
業
を
転
こ
と
は
秋
の
稻
米・

冬
菊
花
、
誰
か
を
ど
ろ
く
べ
き
。

さ
れ
ば
日
蓮
悲
母
を
い
の
り
て
候
し
か
ば
、
現
身
に
病
を
い
や
す
の
み
な
ら
ず
、
四
箇
年
の
寿
命
を
の
べ
た
り
。
今
女
人
の
御
身
と
し
て
病
を
身

に
う
け
さ
せ
給
。
心
み
に
法
華
経
の
信
心
を
立
て
御
ら
む
あ
る
べ
し
。
し
か
も
善
医
あ
り
。
中
務
三
郎
左
衛
門
尉
殿
は
法
華
経
の
行
者
な
り
。

�

（
定
本　

八
六
一
～
二
頁
）

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
阿
闍
世
王
は
大
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
病
に
お
か
さ
れ
た
が
、
法
華
経
に
よ
っ
て
平
癒
し
た
」
と
い
う
説
示
と

「
陳
臣
と
い
う
も
の
が
天
台
大
師
の
講
説
に
よ
っ
て
寿
命
が
延
び
た
」
ま
た
「
不
軽
菩
薩
が
定
業
を
延
ば
し
た
」
と
様
々
な
仏
教
説
話
を
記
し
て
、「
こ

こ
に
示
し
た
、
法
華
経
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
た
者
ど
も
は
皆
男
性
で
あ
り
、
富
木
女
房
尼
は
女
人
で
あ
る
。
法
華
経
は
女
人
の
た
め
の
経
典
で
あ
る
。

時
に
あ
な
た
は
病
身
で
あ
る
。
法
華
経
を
信
仰
す
る
女
人
が
救
済
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
故
に
心
は
法
華
経
に
対
す
る
信
心
を
強
く
保
た
ね
ば

な
ら
な
い
」
と
述
べ
、「
時
に
こ
こ
に
良
き
医
師
が
い
る
。
そ
の
者
は
中
務
三
郎
左
衛
門
尉
（
四
条
金
吾
）
で
あ
り
、
こ
の
者
も
法
華
経
の
大
信
者
で
あ

る
」
と
教
示
さ
れ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
四
条
金
吾
に
あ
な
た
の
体
調
を
み
て
も
ら
い
な
さ
い
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
送
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
は
「
心
強
く
、
人
を
想
う
人
」
で
あ
れ
ば
、
皆
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
の
次
の
文
言
に
聖
人
の
「
人
の
心
の
機
微
」
を
よ
く
理
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解
さ
れ
る
、
思
慮
深
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

早
く
心
ざ
し
の
財
を
か
さ
ね
て
、
い
そ
ぎ
い
そ
ぎ
御
対
治
あ
る
べ
し
。
此
よ
り
も
申
べ
け
れ
ど
も
、
人
は
申
に
よ
て
吉
事
も
あ
り
、
又
我
志
の
う

す
き
か
と
を
も
う
者
も
あ
り
。
人
の
心
し
り
が
た
き
上
、
先
々
に
少
々
か
ゝ
る
事
候
。
此
人
は
人
の
申
せ
ば
す
こ
そ
心
へ
ず
げ
に
思
人
な
り
。
な

か
な
か
申
は
あ
し
か
り
ぬ
べ
し
。
但
な
か
う
ど
も
な
く
、
ひ
ら
な
さ
け
に
、
又
心
も
な
く
う
ち
た
の
ま
せ
給
。�

（
定
本　

八
六
二
頁
）

こ
こ
に
は
「
急
い
で
中
務
三
郎
左
衛
門
尉
に
対
し
て
、
誠
意
を
尽
く
し
て
治
療
の
依
頼
し
、
病
と
向
き
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
務
三
郎
左
衛
門

尉
に
は
自
ら
も
依
頼
し
よ
う
と
は
思
う
が
、
人
と
い
う
の
は
様
々
で
あ
る
。
人
に
よ
っ
て
、
時
に
は
仲
介
者
を
立
て
て
交
渉
を
し
た
方
が
よ
い
こ
と
も

あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
依
頼
す
る
本
人
の
誠
意
が
薄
い
と
思
う
者
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
自
分
が
思
う
に
中
務
三
郎
左
衛
門

尉
の
場
合
は
、
仲
介
者
が
間
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
少
し
面
白
く
な
く
感
じ
る
人
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
故
に
自
分
か
ら
依
頼
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て

具
合
が
悪
い
か
も
し
れ
な
い
。
今
回
は
仲
介
者
を
立
て
ず
に
、
富
木
女
房
尼
が
心
よ
り
、
た
だ
一
心
に
依
頼
す
る
の
が
一
番
良
い
と
思
う
」
と
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
四
条
金
吾
は
大
変
篤
い
法
華
経
信
仰
を
持
つ
反
面
、
非
常
に
強
情
な
人
物
で
あ
っ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
同
じ
信
仰
を
持
つ
者
で
あ
っ
て
も
、

聖
人
が
仲
介
者
と
し
て
入
る
こ
と
に
よ
り
「
富
木
氏
ば
か
り
良
く
し
て
い
る
」
と
四
条
金
吾
が
感
じ
て
し
ま
う
と
富
木
女
房
尼
と
し
て
は
非
常
に
良
く

な
い
立
場
と
な
る
わ
け
で
す
。
四
条
金
吾
の
性
質
を
よ
く
理
解
し
、
教
え
導
い
て
い
る
聖
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
富
木
女
房
尼
に
こ
の
よ
う
に
ア
ド
バ
イ

ス
を
お
く
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
ら
に
聖
人
は
富
木
女
房
尼
に
対
し
て
、

去
年
の
十
月
こ
れ
に
来
て
候
し
が
、
御
所
労
の
事
を
よ
く
よ
く
な
げ
き
申
せ
し
な
り
。
当
事
大
事
の
な
け
れ
ば
を
ど
ろ
か
せ
給
ぬ
に
や
、
明
年
正

月
二
月
の
こ
ろ
を
ひ
は
必
を
こ
る
べ
し
と
申
せ
し
か
ば
、
こ
れ
に
も
な
げ
き
入
て
候
。
富
木
殿
も
此
尼
ご
ぜ
ん
を
こ
そ
杖
柱
と
も
恃
た
る
に
、
な

ん
ど
申
て
候
し
な
り
。
随
分
に
わ
び
候
し
ぞ
。
き
わ
め
て
ま
け
じ
た
ま
し
（
不
負
魂
）
の
人
に
て
、
我
か
た
の
事
を
ば
大
事
と
申
人
な
り
。
か
へ

す
が
へ
す
身
の
財
を
だ
に
を
し
ま
せ
給
わ
ば
此
病
治
が
た
か
る
べ
し
。
一
日
の
命
は
三
千
界
の
財
に
も
す
ぎ
て
候
な
り
。
先
御
志
を
み
み
へ
さ
せ

給
べ
し
。
法
華
経
の
第
七
巻
、
三
千
大
千
世
界
の
財
を
供
養
す
る
よ
り
も
、
手
一
指
を
焼
て
仏
法
華
経
に
供
養
せ
よ
と
と
か
れ
て
候
は
こ
れ
な
り
。
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と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
実
は
中
務
三
郎
左
衛
門
尉
が
去
年
の
十
月
身
延
に
来
た
折
、
あ
な
た
の
体
調
を
と
て
も
気
に
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
現
在
は
症
状
が
軽
い
こ
と
か
ら
あ
ま
り
あ
わ
て
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
明
年
の
正
月
か
ら
二
月
ご
ろ
に
は
必
ず
悪
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
申
し

て
い
た
。
さ
ら
に
中
務
三
郎
左
衛
門
尉
は
続
け
て
、
富
木
殿
も
尼
御
前
（
富
木
女
房
尼
）
を
杖
と
も
柱
と
も
思
っ
て
頼
り
と
し
て
お
ら
れ
る
の
に
、
大

変
嘆
か
わ
し
い
と
も
言
い
、
自
ら
の
こ
と
の
よ
う
に
歎
げ
い
て
い
た
。
あ
の
者
は
非
常
に
負
け
じ
魂
の
強
い
人
物
で
あ
る
が
、
同
じ
志
を
持
つ
者
に
対

し
非
常
に
大
切
に
想
う
人
物
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
心
得
た
う
え
で
、
重
ね
て
申
す
が
、
心
か
ら
依
頼
す
べ
き
で
あ
る
。
く
れ
ぐ
れ
も
誠
意
の
あ
る
行

動
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
怠
っ
た
な
ら
ば
こ
の
病
は
非
常
に
治
り
に
く
く
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
人
の
寿
命
は
た
と
え
一
日
で
あ
っ
て
も

延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
三
千
世
界
の
財
宝
に
も
ま
さ
っ
て
貴
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
誠
意
を
尽
く
し
て
そ
れ
を
認
め
て
も
ら
う

よ
う
に
な
さ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
華
経
第
七
巻
の
薬
王
菩
薩
本
事
品
に
は
、
三
千
大
千
世
界
の
財
宝
を
も
っ
て
供
養
す
る
よ
り
も
、
手
の
指
一

本
を
焼
い
て
仏
と
法
華
経
と
に
供
養
せ
よ
。
そ
の
方
が
功
徳
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
説
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
こ
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

何
よ
り
も
誠
意
を
示
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
、
四
条
金
吾
が
富
木
女
房
尼
を
非
常
に
心
配
し
て
お
り
、
ま
た
富
木
常
忍
が
妻
（
富
木
女
房
尼
）
を

心
の
支
え
に
し
て
い
る
こ
と
を
、
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
富
木
女
房
尼
は
四
条
金
吾
に
対

し
非
常
に
強
い
親
近
感
を
覚
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
再
度
、
心
か
ら
の
依
頼
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
す
。
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
四
条
金
吾
の
性
質
を
熟
知
し
て
い
る
聖
人
は
、
今
度
は
富
木
女
房
尼
が
四
条
金
吾
を
「
難
し
い
人
物
だ
」
と
思
わ
な
い
よ
う
に
配

慮
し
た
文
言
を
使
用
し
て
両
者
の
あ
い
だ
に
入
っ
て
良
い
方
向
へ
と
導
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
実
際
に
仲
介
す
る
こ
と
は
な
く
と
も
人

の
心
の
機
微
を
熟
知
し
導
く
聖
人
の
文
言
は
、
人
を
想
う
優
し
さ
と
心
底
を
慮
る
懐
深
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
書
状
を
受
け

取
っ
た
富
木
女
房
尼
は
直
ぐ
さ
ま
聖
人
の
ア
ド
バ
イ
ス
通
り
、
四
条
金
吾
に
心
か
ら
の
財
を
つ
く
し
て
依
頼
を
な
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

本
書
の
最
後
に
は
、

い
よ
ど
の
（
伊
予
殿
）
も
あ
な
が
ち
に
な
げ
き
候
へ
ば
日
月
天
に
自
我
偈
を
あ
て
候
は
ん
ず
る
な
り
。
恐
恐
謹
言
。�

（
定
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と
、
先
と
同
様
に
富
木
女
房
尼
の
実
子
で
あ
る
日
頂
も
母
の
容
態
を
心
配
し
て
、
日
々
闘
病
平
癒
を
祈
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
面
に

示
さ
れ
る
実
子
の
元
気
な
様
子
と
自
ら
を
心
配
す
る
様
子
に
よ
っ
て
改
め
て
富
木
女
房
尼
の
心
は
強
く
、
そ
し
て
病
に
対
峙
し
て
い
こ
う
決
意
を
新
た

に
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

五
、
む
す
び
に
か
え
て

　

今
、
私
た
ち
が
眼
前
に
拝
見
で
き
る
日
蓮
聖
人
の
書
は
、
七
五
〇
年
以
上
に
わ
た
り
弟
子・

檀
越
ら
に
よ
っ
て
脈
々
と
継
承
さ
れ
て
き
た
「
信
仰
の

証
」
で
あ
り
、
そ
の
恩
恵
に
よ
っ
て
私
た
ち
も
救
い
の
世
界
へ
と
導
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
書
よ
り
、
時
空
を
越
え
、
聖
人
の
姿
に
ま
み
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
聖
人
が
ど
の
よ
う
に
人
々
を
導
い
て
い
っ
た
か
を
聖
人
の
書
蹟
に
ふ
れ
な
が
ら
述
べ
ま
し
た
。
聖
人
が
早
い
筆
致
で
一
気
に
書
を
認
め
て
い
た

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
想
い
を
一
気
に
書
き
上
げ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
躍
動
す
る
文
字
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
書
面
は
非
常
に
す
ば
ら
し
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
非
常
に
厳
し
い
言
葉
が
な
ら
ぶ
も
の
も
あ
り
、
特
に
そ
れ
ら
は
著
述
の
文
言

よ
り
指
摘
し
ま
し
た
。
ま
さ
し
く
「
世
間
の
法
に
染
ま
ら
ざ
る
こ
と
、
蓮
華
の
水
に
あ
る
が
ご
と
し
」
の
経
文
通
り
、
仏
教
と
世
法
の
違
い
を
あ
り
あ

り
と
示
す
聖
人
の
文
言
は
我
々
を
考
え
さ
せ
る
非
常
に
重
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
文
言
が
厳
し
い
「
聖
人
像
」
を
形
作
っ
て
い
る

反
面
、
書
状
に
は
非
常
に
人
間
ら
し
い
一
面
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
子
を
想
う
親
の
気
持
ち
を
、
そ
し
て
病
に
苦
し
む
人
の
姿
を
聖
人
は
宗
教

者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
一
人
間
と
し
て
受
け
止
め
て
人
々
を
導
い
て
い
た
こ
と
は
現
代
に
生
き
る
我
々
に
も
多
く
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
我
々
は
こ

の
よ
う
な
点
も
自
ら
の
指
針
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
は
じ
め
に
」
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
様
々
な
書
に
鏤
め
ら
れ
た
聖
人
の
「
言
葉
」
こ
そ
は
、
日
蓮
教
学
の
根
幹
で
あ
る
と
同
時
に
、
聖
人
そ
の
人
で

あ
り
、
接
す
る
者
の
多
く
を
深
い
感
動
に
浸
ら
せ
ま
す
。
著
述
に
代
表
さ
れ
る
、
強
く
信
仰
を
説
く
激
し
い
文
言
の
一
方
で
、
書
状
に
現
れ
る
檀
越
の
心
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に
寄
り
添
う
聖
人
の「
お
ひ
と
が
ら
」は
、そ
の
書
面
が
見
事
に
映
し
出
し
て
お
り
、「
人
間・

日
蓮
」
が
現
代
に
燦
然
と
姿
を
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

我
々
は
信
仰
を
受
持
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
文
言
に
救
わ
れ
な
が
ら
「
現
代
を
活
き
る
指
針
」
と
し
な
け
れ
ば
ら
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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