
一
序
言

先
き
に
「
本
誌
」
第
四
十
五
号
に
お
い
て
、
「
身
延
入
山
当
初
の
日
蓮
聖
人
」
と
云
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
宗
祖
の
入
山
当
初
に
焦
点
を

合
せ
、
文
永
十
一
年
の
初
夏
か
ら
、
同
十
二
年
、
（
及
び
建
治
元
年
）
に
わ
た
る
入
山
当
初
二
年
間
に
つ
い
て
、
そ
の
動
静
の
一
端
を
窺

っ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
更
に
そ
の
後
を
受
け
て
、
身
延
在
山
初
期
（
特
に
建
治
二
年
）
に
お
け
る
宗
祖
の
著
述
を
主
と
す
る
生
活
の
一

隅
を
探
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

初
期
と
云
う
の
は
、
在
山
九
か
年
を
年
時
的
に
三
年
間
宛
三
区
分
し
、
初
め
の
三
年
間
を
初
期
と
し
、
そ
の
後
の
三
年
間
を
中
期
、
更

に
晩
年
の
三
か
年
を
後
期
と
し
て
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。

初
期
Ｉ

ｌ
文
永
十
一
年
甲
戌
西
紀
一
二
七
四

○
五
月
十
七
日
身
延
到
着

同
十
二
年
乙
亥
一
二
七
五

○
四
月
二
十
五
日
「
建
治
」
と
改
元

ｌ
建
治
二
年
丙
子
一
二
七
六

身
延
山
初
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人

ｌ
特
に
建
治
二
年
を
中
心
と
し
て
Ｉ

祖
寿

五五五
五四三

才才才

上
田
本

著
作
一
五

四
六

一
一
一
一
一

日
Eヨ
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②

生
寺
を
築
い
た
年
で
も
あ
る
。

ｌ
建
治
三
年
丁
丑
一
二
七
七
五
六
才
三
四

中
期
Ｉ
同
四
年
戌
寅
一
二
七
八
五
七
才
五
六

○
二
月
二
十
九
日
「
弘
安
」
と
改
元

ｌ
弘
安
二
年
己
卯
一
二
七
九
五
八
才
三
二

Ｉ
同
三
年
庚
辰
一
二
八
○
五
九
才
四
○

後
期
１
同
四
年
辛
巳
一
二
八
一
六
○
才
二
五

ｌ
同
五
年
壬
午
一
二
八
二
六
一
才
二

○
九
月
八
日
身
延
下
山
、
池
上
へ
向
う
。
十
月
十
三
日
入
滅
。計
二
九
一

在
山
九
か
年
間
を
三
期
に
分
け
て
ゑ
る
と
、
一
応
右
の
如
く
に
な
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
に
年
次
に
よ
り
三
区
分
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
宗
祖
の
在
山
生
活
中
に
お
け
る
区
切
り
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

尚
、
著
作
の
篇
数
に
つ
い
て
は
、
祖
書
の
系
年
に
つ
い
て
、
異
論
の
あ
る
も
の
も
あ
り
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が

こ
こ
で
は
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
（
身
延
山
久
遠
寺
刊
）
の
第
一
第
二
の
両
巻
（
正
箭
）
に
依
っ
て
あ
げ
て
お
い
た
。
初
期
の
三

年
間
で
九
三
篇
、
中
期
の
三
年
間
が
最
も
多
く
一
二
二
篇
、
最
後
の
三
年
間
が
最
も
少
な
く
七
六
締
と
な
っ
て
い
る
。

二
建
治
二
年
（
正
月
か
ら
三
月
ま
で
）

此
の
年
は
正
月
か
ら
比
叡
山
で
は
山
徒
の
蜂
起
が
あ
っ
た
り
し
て
、
叡
山
で
は
硫
騒
の
う
ち
に
年
が
明
け
、
園
城
寺
長
吏
に
隆
弁
が
重

①

補
さ
れ
た
年
に
も
当
っ
て
い
る
。
ま
た
内
に
あ
っ
て
は
岡
宮
光
長
寺
空
存
が
、
改
宗
し
て
日
春
の
名
を
賜
り
、
中
老
の
寂
日
房
日
家
が
誕

身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
は
、
入
山
後
二
度
目
の
正
月
を
迎
え
、
そ
の
十
一
日
に
『
清
澄
寺
大
衆
中
』
を
記
さ
れ
た
の
を
始
め
と
し
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て
、
三
十
二
篇
に
及
ぶ
執
筆
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
新
春
の
慶
賀
」
か
ら
始
っ
て
い
る
右
の
祖
書
に
は
、
「
真
言
の
疏
」
を
借
用
し
た
い

③

旨
が
書
か
れ
、
「
今
年
は
殊
に
仏
法
の
邪
正
た
だ
さ
る
べ
き
年
欺
。
」
と
あ
っ
て
、
真
言
に
対
す
る
研
究
が
、
正
月
早
々
か
ら
お
こ
な
わ

れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
清
澄
寺
は
台
密
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
真
言
関
係
の
書
物
も
備
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
佐
渡

か
ら
身
延
へ
移
ら
れ
る
に
至
っ
て
、
い
よ
い
よ
真
言
・
天
台
の
両
宗
折
伏
に
、
一
段
と
力
を
注
が
れ
る
に
至
っ
た
た
め
の
準
備
態
勢
か
と

も
考
え
ら
れ
う
る
。
す
で
に
『
撰
時
抄
』
に
お
い
て
も
八
真
言
破
Ｖ
は
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
今
年
は
殊
に
仏
法
の
邪
正
た
だ

さ
る
べ
き
年
欺
」
と
云
う
年
頭
の
計
画
か
ら
推
し
て
、
真
言
を
も
含
め
、
す
べ
て
の
仏
法
に
つ
い
て
、
そ
の
邪
正
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う

④

と
意
気
を
ふ
る
い
立
た
せ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
よ
う
。

こ
の
一
文
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
宗
祖
の
身
延
入
山
は
、
た
ん
な
る
隠
棲
で
は
な
く
、
従
来
の
八
行
動
に
よ
る
四
海
帰
妙
Ｖ
の
方

針
か
ら
、
八
文
筆
に
よ
る
皆
帰
妙
法
Ｖ
へ
と
路
線
の
変
更
を
試
み
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
、
仏
法
の
邪
正
を
た

だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
正
安
国
を
期
そ
う
と
す
る
目
的
は
、
身
延
入
山
後
と
雛
も
い
さ
さ
か
の
変
色
を
も
み
せ
て
い
な
い
こ
と
が
知
れ

「
日
本
国
の
法
華
経
の
正
義
を
失
ふ
て
、
一
人
も
な
く
人
の
悪
道
に
堕
つ
る
事
は
、
（
乃
至
）
真
言
を
正
と
し
法
華
経
を
傍
と
せ
し
程

⑤

に
、
（
乃
至
）
此
悪
真
言
鎌
倉
に
来
り
て
、
又
日
本
国
を
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
と
す
。
」

法
華
経
を
正
義
と
し
、
そ
の
流
れ
を
く
む
「
仏
使
日
蓮
」
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
真
言
亡
国
の
折
伏
を
お
こ
な
い
、
『
立
正
安
国
論
』
で

予
言
し
た
八
他
国
侵
逼
難
Ｖ
に
値
っ
て
、
「
日
本
国
は
当
時
の
壱
岐
・
対
馬
の
よ
う
に
な
り
候
べ
き
欧
」
と
そ
の
不
便
な
る
こ
と
を
思

い
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
こ
の
祖
書
の
末
文
に
は
「
こ
の
ふ
ゑ
は
、
佐
渡
殿
と
助
阿
闇
梨
御
房
と
虚
空
蔵
の
御
前
に
し
て
大
衆
ご
と

に
よ
象
き
か
せ
給
へ
。
」
と
あ
る
。
従
っ
て
佐
渡
殿
（
日
向
）
は
、
清
澄
に
於
て
そ
の
大
衆
に
、
こ
の
書
を
読
み
聞
か
せ
た
も
の
と
考
え

ｚ
句
０
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次
に
同
く
新
年
の
御
供
養
を
さ
れ
た
南
条
氏
に
対
す
る
答
礼
の
祖
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
十
九
日
付
で
、
「
春
の
は
じ
め
の
御
つ
か
ひ
、

自
他
申
し
こ
め
ま
い
ら
せ
候
。
さ
て
は
給
は
る
と
こ
ろ
の
す
ず
の
物
の
事
、
餅
七
十
ま
い
・
酒
一
筒
・
芋
い
ち
だ
．
河
の
り
一
紙
袋
・
だ

⑦

い
こ
ん
ふ
た
つ
・
や
ま
い
も
七
ほ
ん
等
也
。
」
と
新
春
の
祝
詞
と
、
送
ら
れ
て
来
た
品
た
に
対
す
る
御
礼
が
述
べ
ら
れ
、
こ
れ
に
続
い
て

仏
法
を
供
養
す
る
者
の
功
徳
甚
多
を
説
い
て
い
る
。
即
ち
法
華
経
第
八
巻
の
「
所
願
不
虚
亦
於
現
世
得
其
福
報
」
の
文
、
及
び
「
当

於
現
世
得
現
果
報
」
の
文
を
引
い
て
、
最
後
に
「
檀
那
は
又
現
世
に
大
果
報
を
ま
ね
か
ん
事
疑
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
幸
甚
幸
甚
」
と
結
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
現
世
に
大
果
報
を
」
と
云
う
表
現
は
、
山
間
僻
地
の
身
延
の
沢
に
居
住
し
な
が
ら
も
、
尚
且
つ
そ
の
現
実
の

中
に
あ
っ
て
、
檀
越
に
仏
果
を
得
せ
し
め
よ
う
と
願
う
、
「
現
実
重
視
」
の
一
端
が
窺
え
る
も
の
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
入
山
以

前
の
「
娑
婆
即
寂
光
」
や
「
立
正
安
国
」
の
思
想
と
同
様
に
、
先
ず
現
世
に
「
生
き
る
」
こ
と
の
意
義
を
把
握
し
て
行
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
徒
ら
に
到
来
の
浄
土
の
み
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
は
現
実
重
視
の
基
盤
に
立
っ
た
宗
祖
の
最
も
尊
重
さ
れ

る
行
き
方
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
又
後
に
こ
れ
は
「
身
延
霊
山
説
」
と
関
連
を
生
じ
て
来
る
問
題
で
も
あ
る
。

二
月
に
入
っ
て
十
七
日
に
は
、
『
松
野
殿
御
消
息
』
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
も
柑
子
や
其
の
他
の
送
り
物
に
対
す
る
礼
状
で
あ
る
が
、
そ

の
中
で
法
華
経
を
持
つ
男
女
が
、
一
切
に
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
薬
王
品
を
引
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
松
野
殿
は
こ
の
時
ま
だ
宗
祖
に
会

③

っ
て
い
な
か
っ
た
。
「
い
ま
だ
見
参
に
入
り
候
は
ぬ
に
、
何
と
思
し
食
し
て
御
信
用
あ
る
や
ら
ん
。
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
『
松

ら
れ
る
。
日
向
は
建
長
五
年
二
月
の
誕
生
で
、
上
総
（
千
葉
県
）
藻
原
の
出
身
で
あ
る
。
父
は
藤
原
民
部
実
信
で
、
祖
先
は
代
を
衣
冠
の

⑥

人
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
宗
祖
の
父
貫
名
次
郎
重
忠
と
実
信
と
は
知
己
の
間
柄
で
あ
っ
た
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
宗
祖
は
清
澄

方
面
の
地
理
に
詳
し
い
日
向
を
使
者
と
し
て
、
こ
の
祖
書
の
読
手
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
後
の
『
報
恩
抄
』
の

場
合
も
同
様
で
あ
る
。
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野
殿
御
消
息
』
頬
（
又
は
御
返
事
・
尼
御
前
御
返
事
を
含
む
）
は
入
山
後
に
十
二
締
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
第
一
書
で
あ
る
。⑨

同
じ
く
二
月
に
は
も
う
一
書
、
『
大
井
荘
司
入
道
御
書
』
が
あ
る
。
「
柿
三
本
・
酢
一
桶
・
茎
立
・
土
筆
給
ひ
候
了
ん
ぬ
。
」
と
あ
り

更
に
天
台
山
の
竜
門
の
滝
を
例
に
引
い
て
、
魚
の
竜
と
な
る
こ
と
の
難
事
を
挙
げ
、
人
の
仏
に
な
る
こ
と
も
又
か
く
の
如
く
で
あ
る
と
し

一
一

ノ

「
然
ら
ば
今
度
為
二
法
華
経
一
身
を
捨
て
て
命
を
も
奪
は
れ
た
ら
ば
、
無
量
無
数
劫
の
間
の
思
ひ
出
な
る
べ
し
、
と
思
ひ
切
り
給
ふ
く
し
。
」

と
法
華
経
に
対
す
る
信
仰
の
決
心
を
う
な
が
さ
れ
て
い
る
。
「
今
度
」
と
云
い
、
「
思
ひ
切
り
給
ふ
く
し
」
と
云
っ
て
い
る
点
か
ら
象
て

こ
の
入
道
の
法
華
信
仰
に
対
す
る
程
度
が
、
ほ
ぼ
推
測
で
き
え
よ
う
。

三
月
に
は
十
三
日
付
で
『
阿
仏
房
御
書
』
が
あ
る
。
宝
塔
の
御
供
養
と
し
て
「
銭
一
貫
文
・
白
米
・
し
な
じ
な
を
く
り
物
」
が
佐
渡
か

ら
届
け
ら
れ
た
。
更
に
「
多
宝
如
来
涌
現
の
宝
塔
何
事
を
表
し
給
ふ
や
」
と
云
う
質
問
の
手
紙
が
付
い
て
い
た
。
こ
れ
に
対
す
る
解
答
が

「
法
華
文
句
」
の
八
を
引
用
し
な
が
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
末
法
に
入
て
、
法
華
経
を
持
つ
男
女
の
す
が
た
よ
り
外
に
は
宝
塔
な
き
な
り
。
若
然
れ
ば
貴
賎
上
下
を
え
ら
ば
ず
、
南
無
妙
法
蓮
華

経
と
と
な
う
る
も
の
は
、
我
身
宝
塔
に
し
て
、
我
身
又
多
宝
如
来
な
り
。
妙
法
蓮
華
経
よ
り
外
に
宝
塔
な
き
な
り
。
法
華
経
の
題
目

宝
塔
な
り
。
今
阿
仏
上
人
の
一
身
は
地
水
火
風
空
の
五
大
な
り
。
此
五
大
は
題
目
の
五
字
也
。
然
れ
ば
阿
仏
房
さ
な
が
ら
宝
塔
、
宝

⑩

塔
さ
な
が
ら
阿
仏
房
、
此
よ
り
外
の
才
覚
無
益
な
り
。
」

と
あ
り
、
更
に
、
「
我
身
叉
三
身
即
一
の
本
覚
の
如
来
な
り
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
法
華
経
の
題
目
を
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
我

身
」
が
即
ち
宝
塔
と
な
り
、
三
身
即
一
の
如
来
と
も
な
り
う
る
と
す
る
「
本
覚
門
」
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
阿
仏
房
日
得
は
こ

の
時
す
で
に
八
十
八
才
に
達
し
て
い
た
。
「
我
身
」
に
仏
身
を
得
る
と
云
う
の
は
、
先
き
の
「
現
世
重
視
」
と
あ
い
ま
っ
て
、
日
蓮
教
学

の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
云
え
よ
う
。
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三
月
十
八
日
に
は
駿
河
の
上
野
か
ら
、
「
芋
の
か
し
ら
・
河
の
り
・
わ
さ
び
」
な
ど
の
品
々
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
御
礼
状
が
『
南
条

殿
御
返
事
』
で
あ
る
。
宗
祖
は
南
条
氏
の
こ
と
を
、
地
名
を
と
っ
て
「
上
野
殿
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
数
多
い
檀
越
の
中
で
も
、
特

に
身
延
の
宗
祖
に
対
し
て
、
折
り
あ
る
度
に
御
供
義
の
品
を
、
多
数
届
け
て
い
る
こ
と
は
、
与
え
ら
れ
た
祖
書
の
数
か
ら
見
て
も
肯
く
こ

と
が
で
き
る
。
南
条
氏
一
族
の
外
護
が
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
も
云
え
よ
う
。

三
月
の
下
旬
、
二
十
七
日
に
は
『
富
木
尼
御
前
御
書
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
鴬
目
一
貧
竝
に
つ
つ
ひ
と
つ
」
が
送
ら
れ
て
来
た
。
在

山
中
に
富
木
氏
へ
宛
て
出
さ
れ
た
御
消
息
文
も
十
余
筋
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
常
に
信
仰
上
の
問
題
で
、
宗
祖
と
の
間

に
、
文
通
が
し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
御
書
は
尼
御
前
に
対
す
る
も
の
で
、
有
名
な
「
矢
の
走
る
事
は
弓
の

⑪

力
、
雲
の
ゆ
く
こ
と
は
竜
の
力
、
男
の
し
わ
ざ
は
女
の
力
な
り
。
」
と
云
う
一
文
で
始
り
、
「
法
華
経
の
御
力
た
の
も
し
」
い
こ
と
を
阿

闇
世
王
の
故
事
に
な
ぞ
ら
え
て
説
明
し
て
い
る
。

同
じ
く
三
月
に
富
木
入
道
殿
に
宛
て
た
『
忘
持
経
事
』
が
あ
る
。
真
蹟
に
は
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
古
来
、
日
奥
・
日
通
．

⑫

日
諦
の
御
書
目
録
等
に
は
、
い
ず
れ
も
建
治
二
年
三
月
三
十
日
と
し
て
こ
の
御
書
を
扱
っ
て
い
る
。
富
木
常
忍
が
九
十
才
で
逝
去
し
た
母

の
遺
骨
を
持
っ
て
、
身
延
を
訪
れ
、
そ
の
帰
り
に
所
持
の
経
典
を
忘
れ
た
た
め
幸
使
に
托
し
て
、
こ
れ
を
送
り
届
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
祈
り
の
手
紙
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
の
身
延
山
納
骨
の
起
源
を
な
す
も
の
と
云
わ
れ
て
い
る
。
文
中
に
真
言
・
念
仏
・
禅
・
律
の
各
宗

及
び
天
台
宗
に
つ
い
て
、
「
仏
陀
の
本
意
を
忘
失
し
た
」
も
の
と
な
し
、
「
親
に
背
て
敵
に
付
き
」
た
る
者
と
し
て
、
短
文
な
が
ら
批
判

ノ
ク
リ
ク
ル

ー
チ
レ
タ
リ
ワ

ク
リ
ク
ル
ル
コ
ト
キ
ョ
リ

ハ
チ

を
与
え
て
い
る
。
尚
、
「
魯
哀
公
云
有
一
入
好
忘
者
一
。
移
宅
乃
忘
一
箕
妻
一
云
云
。
孔
子
云
叉
有
下
好
忘
甚
二
於
此
一
者
上
。
桀
剥
之
君
乃

ノ
ク
ル
ル
⑬

レ
タ
リ
ヲ

レ

ハ
ル
ゾ
レ

ノ
ク
ル
ル

ハ
ル
ヲ

忘
二
其
身
一
等
云
云
。
夫
藥
特
尊
者
忘
レ
名
。
此
閻
浮
第
一
好
忘
者
也
。
今
常
忍
上
人
忘
二
持
経
一
。
日
本
第
一
好
忘
之
仁
欺
。
」
と
あ
る
の

を
見
て
も
わ
か
る
如
く
、
機
智
に
富
だ
博
学
の
祖
師
の
一
面
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
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「
本
よ
り
ご
せ
し
事
な
れ
ば
、
日
本
国
の
ほ
ろ
び
ん
を
助
け
ん
が
た
め
に
、
三
度
い
さ
め
ん
に
御
用
ひ
な
く
ぱ
、
山
林
に
ま
じ
わ
る

⑮

ベ
き
よ
し
存
ぜ
し
ゆ
へ
に
、
同
五
月
十
二
日
に
鎌
倉
を
い
で
ぬ
。
」

と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
身
延
入
山
の
聖
意
を
股
も
一
般
的
に
論
ず
る
場
合
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
一
段
で
あ
る
。
「
三
度
い
さ
め
ん
に
御
用

ひ
な
く
ば
、
山
林
に
ま
じ
わ
る
」
と
云
う
の
は
、
宗
祖
に
と
っ
て
当
面
の
問
題
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
も
う
一
度
、
父
母
の
墓
参
を
し
た
い

と
考
え
た
が
、
「
又
に
し
き
を
き
る
へ
ん
も
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
。
其
時
、
父
母
の
は
か
を
も
み
よ
か
し
と
、
ふ
か
く
を
も
う
ゆ
へ
に
い
ま

に
生
国
へ
は
い
た
ら
ね
ど
も
、
さ
す
が
恋
し
く
て
、
吹
く
風
、
立
つ
く
も
ま
で
も
、
東
の
か
た
と
申
せ
ば
、
庵
を
い
で
て
身
に
ふ
れ
、

庭
に
立
ち
て
み
る
な
り
。
」
と
云
う
如
く
、
当
師
は
山
林
に
交
る
が
、
や
が
て
機
会
を
得
た
折
り
に
は
父
母
の
墓
を
拝
む
気
持
で
お
ら
れ

た
こ
と
を
、
明
記
さ
れ
て
い
る
。
又
「
さ
す
が
に
恋
し
く
て
」
と
云
う
一
段
で
は
、
身
延
山
に
お
け
る
「
人
間
日
蓮
」
の
赤
裸
々
な
一
面

⑯

を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
味
う
べ
き
一
文
と
云
え
よ
う
う
。
入
山
三
年
に
し
て
故
郷
か
ら
の
旧
知
の
便
り
に
ふ
れ
、
望
郷
の
念
坊
佛
と
し

て
湧
き
上
る
宗
祖
の
心
情
は
、
又
深
く
厚
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
『
光
日
房
御
書
』
の
始
め
に
は
、
「
生
国
な
れ
ば
安
房
の
国
は
こ
ひ

⑰

し
か
り
し
か
ど
」
と
あ
り
、
御
勘
気
の
身
と
な
っ
て
佐
渡
へ
は
な
た
れ
て
承
る
と
、
恐
ら
く
生
き
て
再
び
「
父
母
の
墓
を
見
る
身
と
な
り

が
た
し
」
と
思
わ
れ
、
「
今
更
ら
と
び
立
つ
ば
か
り
く
や
し
く
て
、
な
ど
か
か
る
身
と
な
ら
ざ
り
し
時
、
日
に
も
月
に
も
海
も
わ
た
り
、

山
を
も
こ
え
て
父
母
の
墓
を
も
象
、
師
匠
の
あ
り
や
う
を
も
と
ひ
を
と
づ
れ
ざ
り
け
ん
と
な
げ
か
し
く
」
思
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
今

返
信
で
あ
る
。
こ
の
御
書
（

間
味
豊
か
艇
叙
し
て
い
る
。

次
に
『
光
日
房
御
書
』
が
同
じ
く
三
月
の
著
述
と
な
っ
て
い
る
。
光
日
房
と
云
う
人
は
房
州
天
津
の
在
住
で
、
宗
祖
が
幼
少
の
頃
か
ら

⑭

交
際
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
御
害
は
光
日
尼
か
ら
子
の
弥
四
郎
が
亡
く
な
っ
た
と
云
う
知
ら
せ
を
受
け
、
そ
れ
に
対
す
る

返
信
で
あ
る
。
こ
の
御
書
の
前
半
で
は
、
佐
渡
か
ら
身
延
へ
の
行
跡
が
述
べ
ら
れ
、
特
に
身
延
山
か
ら
生
れ
故
郷
を
懐
し
く
想
う
情
を
人
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こ
う
し
て
九
死
に
一
生
を
得
、
再
び
鎌
倉
の
地
を
踏
む
こ
と
の
出
来
た
今
日
に
な
っ
て
、
「
こ
れ
程
の
難
か
り
し
事
だ
に
も
や
ぶ
れ
て
、

鎌
倉
へ
帰
り
入
る
身
な
れ
ば
、
叉
に
し
き
を
き
る
へ
ん
も
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
」
と
考
え
、
そ
の
折
り
に
こ
そ
父
母
の
墓
参
り
も
出
来
よ
う

と
、
考
え
方
の
上
に
推
移
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
佐
渡
と
異
り
鎌
倉
か
ら
安
房
へ
は
陸
続
き
で
あ
る
。
訪
れ
よ
う
と
す
れ
ば
距
離
的

に
も
可
能
な
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
敢
て
、
ふ
み
と
ど
ま
り
身
延
の
山
林
に
身
を
か
く
し
た
宗
祖
の
心
情
の
中
に
は
、
佐
渡
か
ら
身
延

へ
と
住
所
は
変
っ
た
が
、
依
然
「
生
国
安
房
」
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
立
場
を
、
「
さ
す
が
こ
ひ
し
く
て
」
と
云
う
表
現
に
よ
っ
て

万
感
を
こ
め
て
お
ら
れ
た
も
の
と
推
察
し
う
る
の
で
あ
る
。
身
延
山
に
お
け
る
宗
祖
が
、
い
か
に
生
国
を
恋
し
く
想
っ
て
お
ら
れ
た
か
が

此
の
一
書
に
よ
っ
て
も
理
解
で
き
よ
う
。

三
建
治
二
年
（
閏
三
月
か
ら
十
二
月
ま
で
）

建
治
二
年
は
閏
年
で
あ
っ
た
の
で
、
「
閏
三
月
五
日
」
付
の
『
妙
密
上
人
御
消
息
』
が
あ
り
、
「
青
鳧
五
貫
文
給
ひ
候
畢
ん
ぬ
。
」
と

⑱

こ
れ
も
礼
状
の
形
を
と
り
な
が
ら
、
「
上
大
聖
人
よ
り
下
蚊
虻
に
至
る
ま
で
命
を
財
と
せ
ざ
る
は
な
し
。
」
と
、
生
命
の
尊
重
を
説
き
、

次
に
法
華
経
の
題
目
を
唱
え
始
め
た
導
師
が
、
ま
だ
現
れ
て
お
ら
ぬ
こ
と
を
明
か
し
、
「
然
る
に
日
蓮
は
何
の
宗
の
元
祖
に
も
あ
ら
ず
、

又
末
葉
に
も
あ
ら
ず
。
」
と
し
て
、
「
何
に
し
て
か
申
し
初
め
け
ん
。
上
行
菩
薩
の
出
現
し
て
弘
め
さ
せ
給
ふ
べ
き
妙
法
蓮
華
経
の
五
字

を
、
先
立
て
ね
ど
と
の
様
に
、
心
に
も
あ
ら
ず
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
申
し
初
て
候
し
程
に
唱
ふ
る
也
。
」
と
述
べ
、
諸
経
を
旨
と
す
る

先
師
が
、
諸
経
を
主
と
し
兼
ね
て
法
華
経
を
読
む
も
、
こ
れ
は
真
に
法
華
経
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
還
っ
て
法
華
経
を
死
す
も
の

で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
今
日
蓮
は
「
已
今
当
の
経
文
を
深
く
ま
ほ
り
、
一
経
の
肝
心
た
る
題
目
を
我
も
唱
へ
人
に
も
勧

む
」
も
の
で
あ
る
と
し
、
し
か
も
「
経
の
ま
ま
に
唱
ふ
れ
ば
ま
が
れ
る
心
な
し
。
当
知
。
仏
の
御
心
の
我
等
が
身
に
入
ら
せ
給
は
ず
ぱ
唱

へ
が
た
き
欺
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
仏
心
」
の
「
我
身
」
に
入
ら
せ
給
う
「
題
目
」
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
先
き
に
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「
生
命
」
の
尊
重
を
説
き
、
次
に
「
現
身
」
に
題
目
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
仏
心
」
を
う
る
こ
と
を
述
べ
、
更
に
「
題
目
を
唱
ふ
る

な
ら
ば
存
外
に
功
徳
身
に
あ
つ
ま
ら
せ
給
ふ
く
し
。
」
と
、
唱
題
を
専
ら
勧
奨
し
て
い
る
。
尚
、
妙
密
上
人
に
つ
い
て
は
、
文
中
に
「
便

宜
ご
と
の
青
鳧
」
と
あ
る
点
か
ら
、
時
あ
る
ご
と
に
宗
祖
の
も
と
へ
御
志
を
奉
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
又
「
女
房
に
も
委
く
申
し
給

へ
」
と
あ
る
点
か
ら
、
当
時
、
妻
を
持
っ
た
上
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

閏
三
月
二
十
四
日
に
は
、
南
条
殿
か
ら
「
か
た
び
ら
一
・
塩
い
ち
だ
．
あ
ぶ
ら
五
そ
う
」
が
送
ら
れ
て
来
て
お
り
、
そ
の
礼
状
『
南
条

殿
御
返
事
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文
に
は
送
ら
れ
て
来
た
衣
・
塩
・
油
に
つ
い
て
、
各
仏
典
を
挙
げ
、
「
御
心
ざ
し
の
あ
ら
わ
れ
て

候
事
申
す
ば
か
り
な
し
」
と
極
め
て
鄭
重
な
文
章
を
綴
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
御
返
事
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
檀
越
か
ら
の
御

供
養
に
対
し
て
は
、
筆
の
お
よ
ぶ
限
り
心
の
寵
っ
た
礼
言
を
書
き
記
し
、
必
ず
宗
義
の
解
説
や
仏
典
の
誰
義
を
付
け
ら
れ
、
「
財
施
」
に

対
し
て
「
法
施
」
を
も
っ
て
報
い
て
お
ら
れ
る
。
身
延
在
山
九
か
年
間
の
『
御
消
息
文
』
は
、
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
う
し
た
型
を
と
っ
て
お

り
、
門
下
に
対
す
る
文
書
伝
道
の
影
響
力
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
し
う
る
。
文
中
に
大
橋
太
郎
の
古
事
と
、
蒙
古
襲
来
の

問
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
い
か
に
も
今
は
叶
ふ
ま
じ
き
世
に
て
候
へ
ぱ
、
か
か
る
山
中
に
も
入
り
ぬ
る
な
り
。
各
々
も
不

⑲

便
と
は
思
へ
ど
も
、
助
け
が
た
く
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
。
」
と
あ
る
。
こ
の
文
の
意
図
は
、
必
ず
近
い
中
に
蒙
古
の
来
襲
が
あ
り
、
大
き
な

国
難
に
見
舞
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
、
こ
れ
は
最
早
や
さ
け
ら
れ
な
い
こ
と
と
見
て
、
「
い
か
に
も
今
は
叶
ふ
ま
じ
き
世
」
と
述
べ
、
身
延

の
山
中
に
寵
っ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
と
し
、
象
ん
な
不
便
で
は
あ
る
が
、
恐
ら
く
助
け
て
あ
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
、
と
云
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
『
安
国
論
』
で
予
言
し
た
「
他
国
侵
逼
難
」
に
つ
い
て
、
「
経
文
か
ぎ
り
あ
れ
ば
来
る
な
り
」
と
の
確
信
を

も
ち
、
こ
の
来
る
べ
き
国
難
は
「
い
か
に
い
う
と
も
」
さ
け
る
こ
と
の
「
か
な
う
ま
じ
き
事
な
り
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
頃
の
祖
書
に
は
、
し
き
り
に
こ
の
八
蒙
古
来
襲
Ｖ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
き
の
『
妙
密
上
人
御
消
息
』
の
中
に
も
、
「
今
一
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度
も
二
度
も
大
蒙
古
国
よ
り
押
し
寄
て
、
壱
岐
・
対
馬
の
様
に
、
男
を
ば
折
ち
死
し
、
女
を
ぱ
押
し
取
り
、
京
・
鎌
倉
に
打
ち
入
り
て
、

⑳
⑳
＠

国
主
竝
に
大
臣
百
官
等
を
搦
め
取
り
云
云
」
と
あ
り
、
後
の
『
弁
殿
御
消
息
』
（
七
月
）
、
『
報
恩
抄
』
（
七
月
）
及
び
『
四
条
金
吾
殿

⑳

御
返
事
』
（
九
月
）
等
に
も
、
他
国
侵
逼
難
が
起
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
八
立
正
安
国
Ｖ
を
目
標
と
さ
れ
た
宗
祖
に
と
っ
て
、
こ
の
他

国
侵
逼
、
即
ち
亡
国
の
問
題
は
何
に
よ
り
も
大
き
な
国
難
と
し
て
、
心
根
を
悩
ま
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

さ
て
、
五
月
に
入
る
と
、
十
日
付
で
覚
性
房
へ
宛
た
『
筍
御
書
』
一
紙
が
あ
る
。
叉
翌
十
一
日
付
で
西
山
殿
に
宛
た
『
宝
軽
法
重
事
』

が
あ
る
。
西
山
殿
と
云
う
の
は
、
宗
祖
直
檀
の
一
人
、
大
内
太
三
郎
平
安
清
の
こ
と
で
あ
る
と
云
わ
れ
、
富
士
山
麓
の
西
方
に
当
る
西
山

＠

に
住
し
て
、
「
俗
と
も
出
家
と
も
見
え
ず
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「
当
時
は
勧
農
と
申
し
、
大
宮
づ
く
り
と
申
し
、
か
た
か
た
民
の
い

と
ま
な
し
」
と
云
う
多
忙
な
時
期
で
あ
っ
た
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
箏
（
筍
）
百
本
・
芋
一
駄
」
が
送
ら
れ
て
来
た
。
こ
れ
に
対
し
薬
王
品
の

一
節
を
引
き
、
更
に
『
法
華
文
句
』
及
び
『
文
句
記
』
の
文
を
用
い
て
、
法
華
経
の
一
偶
を
受
持
す
る
こ
と
の
功
徳
が
勝
れ
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
ｏ
「
宝
軽
法
重
」
の
法
は
法
華
経
の
こ
と
で
あ
り
、
更
に
「
人
軽
法
重
」
を
説
き
、
「
人
軽
と
申
す
は
仏
を
人
と

⑳

申
す
。
法
重
と
申
す
は
法
華
経
な
り
」
と
論
を
進
め
、
一
応
こ
こ
で
は
八
法
仏
相
対
Ｖ
を
用
い
て
、
法
の
重
き
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
後
で
、
「
日
蓮
が
弟
子
と
な
ら
む
人
盈
は
や
す
く
し
り
ぬ
く
し
。
一
閻
浮
提
の
内
に
法
華
経
の
寿
量
品
の
釈
迦
仏
の
形
像
を
か
き
つ

く
れ
る
堂
塔
い
ま
だ
候
は
ず
ｏ
い
か
で
か
あ
ら
わ
れ
さ
せ
給
は
ざ
る
べ
き
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
も
知
れ
る
如
く
、
八
寿
量
品
の
釈
迦

仏
Ｖ
を
も
っ
て
、
信
仰
の
対
象
と
す
べ
き
こ
と
が
結
論
ず
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
開
目
抄
』
で
云
う
「
寿
量
品
の
仏
」
の

こ
と
で
あ
り
、
八
久
遠
本
仏
Ｖ
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
先
き
の
法
仏
相
対
に
お
け
る
一
般
的
な
仏
、
即
ち
本
仏
の
分
身
散
体
た
る

迩
仏
を
指
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
末
文
に
は
天
台
・
真
言
の
両
宗
に
つ
い
て
も
「
日
輪
に
露
の
あ
へ
る
が
ご
と
し
と

を
ぼ
し
め
す
べ
し
。
」
と
判
じ
、
真
蹟
わ
ず
か
八
紙
の
中
に
獅
子
肌
し
て
い
る
。
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六
月
か
ら
七
月
へ
入
る
と
、
四
条
金
吾
殿
へ
の
文
通
が
目
立
つ
。
即
ち
六
月
二
十
七
日
付
で
『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
が
出
さ
れ
、

⑳

「
法
華
経
を
持
ち
奉
る
よ
り
外
に
遊
楽
は
な
し
。
現
世
安
穏
・
後
生
善
処
と
は
是
な
り
。
」
と
述
べ
、
更
に
そ
の
翌
七
月
の
十
五
日
付
で

『
四
条
金
吾
釈
迦
仏
供
養
事
』
が
著
さ
れ
て
い
る
。
四
条
氏
が
釈
迦
仏
の
木
像
一
体
を
造
立
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
そ
の
開
眼
に
関
し
て

述
べ
、
つ
い
で
仏
の
三
身
に
つ
い
て
教
示
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
肉
・
天
・
慧
・
法
・
仏
の
五
眼
と
、
法
・
報
・
応
の
三
身
に
つ
い
て
記
し

⑳

「
こ
の
五
眼
三
身
の
法
門
は
法
華
経
よ
り
外
に
は
全
く
候
は
ず
。
」
と
し
、
法
華
経
の
中
で
も
寿
量
品
を
最
も
大
事
の
品
と
な
し
て
い
る
。

更
に
一
念
三
千
の
法
門
に
つ
い
て
解
説
し
、
四
条
氏
の
孝
養
の
念
厚
き
を
讃
え
、
「
入
道
し
た
い
」
と
云
う
考
え
を
「
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ

か
ら
ぬ
事
な
り
。
」
と
諭
し
て
い
る
。
要
す
る
に
「
寿
量
品
の
仏
」
こ
そ
五
眼
三
身
具
足
の
本
仏
で
あ
る
か
ら
、
開
眼
供
謎
も
又
こ
の
品

に
限
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
月
十
八
日
に
は
一
紙
十
九
行
の
短
文
『
覚
性
房
御
返
事
』
が
あ
り
、
同
じ
く
二
十
一
日
に
は
日
昭
に
つ
か
わ
し
た
『
弁
殿
御
消
息
』

が
あ
る
が
、
紙
が
不
足
し
た
た
め
、
一
紙
に
多
事
を
書
き
つ
ら
ね
て
い
る
。
例
え
ば
四
条
氏
や
河
辺
殿
等
の
身
の
上
を
案
じ
た
り
、
筑
後

⑳

房
日
朗
・
三
位
房
日
心
・
師
阿
閣
梨
日
高
等
に
、
「
い
と
ま
あ
ら
ぱ
い
そ
ぎ
来
る
べ
し
。
大
事
の
法
門
申
す
べ
し
と
か
た
ら
せ
給
へ
」
と

伝
言
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
身
延
か
ら
門
弟
に
向
っ
て
、
「
い
と
ま
が
あ
れ
ば
い
そ
ぎ
登
山
せ
よ
」
、
と
呼
び
か
け
ら
れ
、
「
大
事
の
法

門
を
申
し
聞
か
す
か
ら
」
、
と
云
う
あ
た
り
、
門
下
の
教
育
・
激
励
を
怠
ら
ず
、
更
に
そ
の
身
を
案
じ
て
い
る
点
が
窺
れ
、
身
は
山
林
に

交
る
と
錐
も
、
心
中
常
に
広
く
門
下
の
動
静
を
探
り
、
弘
経
の
た
め
の
精
進
を
積
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
単
な
る
隠
棲
で
な
い
こ

と
は
、
こ
う
し
た
祖
文
の
端
々
に
も
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
月
二
十
一
日
に
は
五
大
部
の
内
の
一
つ
『
報
恩
抄
』
が
完
成
し
た
。
先
き
の
『
撰
時
抄
』
と
共
に
、
身
延
時
代
に
お
け
る
最
も
大
部

の
御
書
で
、
こ
の
年
の
三
月
十
六
日
に
清
澄
の
道
善
房
が
遷
化
さ
れ
た
た
め
、
報
恩
感
謝
の
真
情
を
こ
め
て
、
書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
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で
あ
る
。
こ
の
間
約
四
か
月
を
経
て
い
る
が
、
日
向
を
使
者
読
手
と
し
て
遣
し
、
墓
参
と
本
抄
の
読
調
を
命
じ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
知

ら
せ
を
受
け
た
直
後
に
「
自
身
早
早
と
参
上
」
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
「
心
に
は
遁
世
と
は
を
も
は
ね
ど
も
、
人
は
遁
世
と
こ
そ
を
も
う

ら
ん
に
、
ゆ
え
も
な
く
走
り
出
づ
る
な
ら
ば
、
末
へ
も
と
を
ら
ず
と
人
を
も
う
く
し
。
さ
れ
ば
い
か
に
を
も
う
と
も
、
ま
い
る
べ
き
に
あ

⑳

ら
ず
。
」
と
云
う
理
由
か
ら
、
清
澄
と
の
交
流
が
深
か
っ
た
日
向
を
代
参
せ
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
『
報
恩
抄
送
文
』
に
も
見
え
て
い

⑳

る
通
り
、
「
又
此
文
は
随
分
大
事
の
大
事
ど
も
を
か
き
て
候
ぞ
。
詮
な
か
ら
ん
人
人
に
き
か
せ
な
ぱ
あ
し
か
り
ぬ
く
く
候
」
と
、
大
事
の

中
の
大
事
の
法
門
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。
特
に
一
切
経
の
肝
心
た
る
妙
法
五
字
の
題
目
に
つ
い
て
、
そ
の
功
徳
を
明
か
し
、
天

台
・
伝
教
の
弘
通
し
給
は
ざ
る
正
法
、
即
ち
八
三
大
秘
法
Ｖ
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
蓮
教
学
の
根
幹
を
な
す
最
大
事
の
法
門
で
あ
っ

て
、
承
だ
り
に
「
詮
な
か
ら
ん
人
公
に
」
聞
か
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
八
秘
法
Ｖ
と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
開
目
・
本
尊
の
両
抄
に
於

て
究
明
さ
れ
た
宗
義
の
根
本
を
、
本
抄
に
お
い
て
綜
合
的
に
集
約
さ
れ
、
八
大
事
の
大
事
Ｖ
と
し
て
説
示
さ
れ
た
も
の
と
解
し
え
よ
う
。

．
切
衆
生
の
盲
目
を
ひ
ら
け
る
功
徳
あ
り
。
」
と
の
一
文
が
こ
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
も
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
抄
上
下
二

巻
は
、
身
延
期
に
お
け
る
大
作
で
あ
り
、
宗
祖
が
も
っ
と
も
心
根
を
傾
け
た
著
作
の
一
つ
で
あ
る
と
云
え
る
。
尚
末
文
に
「
自
二
甲
州
波

ノ
ノ

ス
ノ
ノ

ノ
へ

木
井
郷
蓑
歩
獄
一
奉
二
送
安
房
国
東
条
郡
清
澄
山
浄
顕
房
義
城
房
本
一
」
と
あ
る
。
「
蓑
歩
」
と
云
う
の
は
、
『
身
延
山
史
』
に
よ
る
と
、⑳

「
往
古
は
こ
の
地
巨
摩
郡
波
木
井
郷
に
属
し
て
、
飯
野
・
御
牧
と
共
に
南
部
六
郎
実
長
の
領
邑
な
り
。
身
延
は
も
と
「
蓑
夫
」
と
書
す
。
」

、

と
あ
り
、
更
に
『
身
延
町
誌
』
に
も
「
身
延
」
の
地
名
に
関
す
る
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
蓑
夫
」
を
こ
こ
で
は
「
蓑
歩
」
と

書
き
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
祖
入
山
以
後
に
「
蓑
夫
」
が
「
身
延
」
に
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
『
報
恩
抄
送
文
』
の
あ
と
に
、
『
昭
和
定
本
』
で
は
、
『
西
山
殿
御
返
事
』
を
配
し
て
い
る
が
、
お
書
き
に
な
っ
た
月
日
は
不
明

で
あ
る
。
但
し
「
青
鳧
五
貫
文
給
ひ
候
畢
ん
ぬ
。
夫
れ
雪
至
て
白
け
れ
ば
、
染
に
そ
め
ら
れ
ず
。
云
云
」
と
あ
る
に
よ
り
、
雪
の
頃
の
執
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筆
か
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

八
月
三
日
に
は
『
曾
谷
殿
御
返
事
』
が
記
さ
れ
て
を
り
、
境
智
の
二
法
が
合
し
て
即
身
成
仏
す
る
の
理
を
説
き
、
八
月
十
日
に
は
『
道

妙
禅
門
御
書
』
が
書
さ
れ
、
「
御
親
父
祈
祷
之
事
承
は
り
候
」
と
祈
繍
に
関
す
る
一
書
が
あ
る
。
又
九
月
六
日
に
は
『
四
条
金
吾
殿
御
返

事
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
が
い
か
に
金
吾
氏
の
身
の
上
を
案
じ
て
い
た
が
が
、
こ
の
一
書
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
「
殿
い
か
な

＠

る
事
に
も
あ
わ
せ
給
ふ
な
ら
ば
、
ひ
と
え
に
日
蓮
が
い
の
ち
を
天
の
断
せ
給
ふ
な
る
べ
し
。
」
日
蓮
と
殿
と
は
同
体
で
あ
る
と
云
う
観
念

は
、
檀
徒
に
と
っ
て
此
の
上
な
い
信
仰
上
の
励
ま
し
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

九
月
十
五
日
に
南
条
氏
か
ら
「
い
ゑ
の
芋
（
里
芋
）
一
駄
」
が
送
ら
れ
て
来
た
の
に
対
し
『
九
郎
太
郎
殿
御
返
事
』
が
し
た
た
め
ら
れ

そ
の
中
に
身
延
の
状
況
が
次
の
通
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
此
身
延
の
沢
と
申
す
処
は
甲
斐
の
国
波
木
井
の
郷
の
内
の
深
山
也
。
西
に
は
七
面
の
か
れ
と
申
す
獄
あ
り
。
東
は
天
子
の
た
け
、

南
は
鷹
取
の
た
け
、
北
は
身
延
の
た
け
。
四
山
の
中
に
深
き
谷
あ
り
。
は
こ
の
そ
こ
の
ご
と
し
。
峯
に
は
は
か
う
（
巴
峡
）
の
猿
の

②

音
か
ま
び
す
し
。
谷
に
は
た
い
か
い
（
徹
肌
）
の
石
多
し
。
」

当
時
の
身
延
の
地
理
、
及
び
宗
祖
の
生
活
環
境
を
知
る
上
で
の
貴
重
な
文
献
の
一
つ
と
云
え
よ
う
。

次
に
宛
名
及
び
月
日
は
さ
だ
か
で
な
い
が
、
「
白
米
一
俵
・
け
い
も
ひ
と
た
わ
ら
・
ほ
ふ
の
り
ひ
と
か
ご
」
を
供
養
さ
れ
た
の
に
対
す

る
礼
状
『
事
理
供
養
御
書
』
が
あ
る
。
秋
の
収
穫
を
得
て
宗
祖
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
た
も
の
で
、
富
士
山
麓
か
叉
は
千
葉
方
面
の
檀
越
が

⑮

施
主
で
あ
ろ
う
。
文
中
に
「
い
の
ち
と
申
す
物
は
一
切
の
財
の
中
に
第
一
の
財
な
り
。
」
と
生
命
尊
重
を
記
し
、
そ
の
「
命
を
仏
に
ま
い

ら
せ
て
仏
に
な
り
候
な
り
」
と
、
不
惜
身
命
の
信
を
説
い
て
い
る
。
又
、
「
食
と
も
し
」
く
し
て
「
読
経
の
音
も
絶
へ
ぬ
く
し
」
と
云
う

状
態
で
あ
っ
た
。
「
し
か
る
に
た
ま
た
ま
の
御
と
ぶ
ら
い
た
だ
事
に
は
あ
ら
ず
。
教
主
釈
尊
の
御
す
す
め
か
」
と
悦
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
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よ
り
西
谷
の
食
生
活
の
一
端
が
窺
え
よ
う
。

か
く
し
て
建
治
二
年
も
十
二
月
を
迎
え
る
が
、
そ
の
月
の
九
日
、
「
鳧
目
一
結
・
白
米
一
駄
・
白
小
袖
一
」
が
松
野
殿
か
ら
送
ら
れ
て

来
た
。
『
御
返
事
』
に
は
身
延
の
地
形
が
述
べ
ら
れ
、
「
訪
ふ
人
も
希
な
る
に
加
様
に
度
度
音
信
せ
さ
せ
給
ふ
事
、
不
思
議
の
中
の
不
思

⑳

議
也
」
と
あ
る
。
こ
の
頃
の
身
延
は
訪
れ
る
人
も
少
な
い
中
に
、
松
野
氏
だ
け
が
し
ば
し
ば
音
信
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
月
十
三
日
に
は
富
木
殿
か
ら
「
鴬
目
五
貫
文
」
が
送
ら
れ
て
来
て
い
る
が
、
そ
の
礼
状
た
る
『
道
場
神
守
護
事
』
に
も
、
「
衣
食
乏

、

少
之
間
読
経
之
声
難
し
続
談
義
之
勤
可
レ
廃
」
と
あ
り
、
先
き
の
『
事
理
供
養
御
書
』
に
も
見
ら
れ
る
通
り
、
年
の
瀬
を
控
え
て
の
窮
乏

生
活
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
恐
ら
く
は
六
老
僧
を
始
め
と
す
る
門
弟
ら
は
、
各
地
に
転
じ
て
布
教
に
専
念
し
て
い
た
為
に
、
訪
れ
る

人
も
少
な
く
、
孤
独
の
中
に
、
窮
乏
の
日
灸
を
す
ご
さ
れ
て
い
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

こ
の
他
に
は
、
い
よ
い
よ
年
の
悪
も
迫
る
に
及
ん
で
、
南
条
平
七
郎
殿
か
ら
「
法
華
経
御
本
尊
御
供
養
の
御
僧
膳
料
の
米
一
駄
・
ぃ
蝿
聡

一
駄
」
が
送
ら
れ
て
来
て
い
る
。
又
建
治
二
年
の
御
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
に
、
『
さ
だ
し
げ
殿
御
返
事
』
（
真
蹟
一
紙
）
と
、

『
松
野
殿
御
消
息
』
及
び
『
破
良
観
等
御
書
』
が
あ
る
。
こ
の
中
の
光
日
尼
へ
宛
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
『
破
良
観
等
御
番
』
に
は
、
法

華
経
と
大
日
経
と
の
勝
劣
を
論
じ
、
更
に
破
折
に
よ
っ
て
生
じ
た
受
難
に
言
及
し
て
い
る
。

建
治
二
年
も
こ
う
し
て
惑
れ
て
い
っ
た
。
宗
祖
の
在
山
中
に
お
け
る
文
錐
と
教
化
の
生
活
の
一
面
を
、
祖
書
を
中
心
と
し
て
、
探
っ
て

ゑ
た
が
、
数
々
の
消
息
文
を
通
し
て
、
そ
の
奥
に
流
れ
て
い
る
宗
祖
の
思
想
・
信
仰
、
特
に
檀
越
に
与
え
ら
れ
た
人
間
味
豊
か
な
、
心
情

の
総
っ
た
文
章
に
は
、
今
尚
生
き
た
宗
祖
の
息
吹
き
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

「
生
き
た
言
葉
」
と
し
て
、
現
代
に
語
り
か
け
て
い
る
祖
文
を
、
深
く
味
っ
て
ぷ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
回
は
紙
数
の
関
係
で
、
建
治

二
年
の
祖
書
の
み
に
留
っ
た
が
、
叉
次
の
機
会
を
期
し
た
い
。
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①
仏
教
大
年
表
（
望
月
仏
教
大
辞
典
第
六
巻
）
二
七
七
頁

②
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
（
通
別
一
覧
志
）
六
七
頁

③
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
（
第
二
巻
）
一
、
一
三
三
頁

④
ま
た
こ
の
頃
、
真
言
宗
と
の
法
論
が
、
近
々
に
あ
る
ら
し
い
と
の
情
報
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
『
報
恩
抄
』
の
送
文
に
見
ら
れ
る
。
一
、
二
五
○
頁
）

⑤
清
澄
寺
大
衆
中
一
、
一
三
三
頁

⑥
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
（
巻
第
十
ｌ
こ
二
一
八
頁

⑦
南
条
殿
御
返
事
一
、
一
三
七
頁

③
松
野
殿
御
消
息
一
、
一
四
一
頁

⑨
大
井
荘
司
入
道
御
番
一
、
一
四
三
頁

⑩
阿
仏
房
御
灘
一
、
一
四
四
頁

⑪
富
木
尼
御
前
御
諜
一
、
一
四
七
頁

⑫
御
謹
新
目
録
（
日
奥
編
）
、
御
醤
目
次
（
水
戸
植
林
日
諦
編
）
、
境
妙
庵
目
録
（
玉
沢
日
通
編
）
等
参
照

⑬
忘
持
経
事
一
、
一
五
○
頁

⑭
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
（
第
十
二
巻
）
二
○
七
頁

⑮
光
日
房
御
書
一
、
一
五
五
頁

⑯
『
棲
神
』
第
四
十
一
号
の
拙
論
「
身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
人
間
的
一
面
」
参
照

⑰
光
日
房
御
諜

一
、
一
五
二
頁

⑬
妙
密
上
人
御
消
息
一
、
一
六
二
頁

⑲
南
条
殿
御
返
事
一
、
一
七
六
頁

⑳
妙
密
上
人
御
消
息
一
、
一
六
八
頁

、
弁
殿
御
消
息
一
、
一
九
一
頁

、
報
恩
抄
一
、
二
三
六
頁

⑳
四
条
金
吾
殿
御
返
事
一
、
二
五
九
頁

⑳
御
番
抄
（
巻
十
七
）
六
二
頁

⑳
宝
軽
法
重
事
一
、
一
七
九
頁

⑳
四
条
金
吾
殿
御
返
事
一
、
一
八
一
頁

⑳
四
条
金
吾
釈
迦
仏
供
養
事
一
、
一
八
三
頁

戸

註
一
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⑳
弁
殿
御
消
息

⑳
報
恩
抄

⑳
報
恩
抄
送
文

、
身
延
山
史

⑫
身
延
町
史

⑳
四
条
金
吾
殿
御
返
事

⑭
九
郎
太
郎
殿
御
返
事

⑮
事
理
供
養
御
謹

、
松
野
殿
御
返
事

⑰
道
場
神
守
護
事

一
、
一
九
一
頁

一
、
二
四
○
頁

一
、
二
五
一
頁

一
一
頁

八
○
頁

一
、
二
五
八
頁

一
、
二
六
○
頁

一
、
二
六
一
頁

一
、
二
六
四
頁

一
、
二
七
四
頁
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