
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
か
ら
、
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
ま
で
の
三
年
間
を
、
日
蓮
聖
人
の
「
身
延
時
代
」
に
お
け
る
八
中
期
Ｖ
と

し
、
此
の
間
に
お
け
る
動
静
に
つ
い
て
、
祖
書
の
上
か
ら
そ
の
一
端
を
探
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
年
（
建
治
三
年
）
は

入
山
四
年
目
で
あ
り
、
聖
寿
五
十
六
才
で
あ
っ
た
。
『
法
華
経
二
十
重
勝
諸
教
義
』
を
始
め
と
し
て
、
西
山
・
富
木
・
上
野
・
四
条
・
太

⑩

田
等
そ
の
他
の
諸
檀
越
に
宛
て
書
か
れ
た
祖
書
三
十
四
篇
を
、
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
大
部
分
は
「
御
消
息
文
」
で
あ
っ
て
、
檀
信
徒
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
御
供
養
の
品
含
に
対
す
る
お
礼
状
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
の
第
二
巻
で
は
、
西
山
殿
に
宛
た
『
法
華
経
二
十
重
勝
諸
教
義
』
と
、
『
西
山
殿
御
返
事
』
と
を
、
共
に

建
治
三
年
一
月
二
十
三
日
の
祖
醤
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
真
蹟
が
伝
っ
て
い
ず
、
『
本
満
寺
御
書
』
に
よ
る
と
『
法
華

②
ニ
ク
ス
ル
ノ
ヲ
ニ
ノ

ー
経
二
十
重
大
事
』
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
冒
頭
の
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
東
春
云
」
か
ら
、
「
誇
二
無
病
経
一
故
得
二
多
病

ワ

ノ
ニ
ク

ヲ
ト
セ
ン

報
一
。
」
ま
で
の
二
五
○
字
は
鉄
け
て
お
り
、
「
記
四
云
」
か
ら
始
っ
て
、
「
一
座
一
劫
」
ま
で
で
終
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
『
本
満
寺
本
』

身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人

ｌ
建
治
三
年
を
中
心
と
し
て
Ｉ

一

上
田
本

(1)

日
日

(I)



叉
三
月
に
は
『
兵
衛
志
殿
女
房
御
書
』
が
二
日
に
記
さ
れ
て
い
る
。
池
上
宗
仲
の
弟
で
あ
る
兵
衛
志
宗
長
の
女
房
に
宛
た
書
簡
で
あ

る
。
こ
れ
は
女
房
か
ら
仏
器
の
供
養
が
あ
り
、
尼
御
前
を
馬
で
身
延
参
詣
さ
せ
た
こ
と
に
関
す
る
礼
状
で
あ
る
。
尼
御
前
に
つ
い
て
は
、

⑥

一
説
に
よ
る
と
日
昭
の
母
で
あ
る
妙
一
尼
の
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
確
証
は
え
ら
れ
て
い
な
い
。

次
に
六
郎
次
郎
、
次
郎
兵
衛
か
ら
、
「
白
米
三
斗
油
一
筒
」
が
送
り
届
け
ら
れ
た
。
三
月
十
九
日
の
こ
と
で
あ
る
。
「
い
ま
に
は
じ
め

ぬ
御
心
ざ
し
申
し
つ
く
し
が
た
く
候
・
」
と
あ
る
点
か
ら
見
て
、
す
で
に
永
い
間
、
こ
う
し
た
供
養
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
六
郎
と

は
駿
河
の
松
野
の
邑
主
で
あ
っ
て
、
「
明
日
三
位
房
を
つ
か
は
す
べ
く
候
」
と
あ
る
如
く
、
身
延
か
ら
は
、
宗
祖
の
代
り
と
し
て
三
位
房

に
も
末
文
の
年
月
日
や
宛
名
、
及
び
署
名
・
花
押
等
が
鉄
け
て
お
り
、
一
説
に
は
此
の
祖
書
は
、
建
治
三
年
十
二
月
の
述
作
で
あ
る
と
も

③
ル
ノ
ワ
｜
｜
ス
ル
ノ
ブ

云
わ
れ
て
い
る
。
内
容
は
妙
楽
大
師
の
門
下
た
る
智
度
法
師
の
「
法
華
経
疏
義
綴
」
を
引
用
し
て
、
「
誇
二
極
妙
法
一
故
感
二
極
苦
処
一

也
。
」
と
述
べ
、
更
に
妙
楽
の
文
句
記
を
引
い
て
諸
経
と
法
華
経
と
の
異
相
を
弁
じ
、
二
十
の
項
目
に
わ
た
っ
て
論
述
し
て
い
る
。

後
者
の
『
西
山
殿
御
返
事
』
は
、
真
蹟
が
曾
っ
て
身
延
山
に
存
し
た
も
の
で
、
一
紙
六
行
の
消
息
文
で
あ
る
。
授
与
者
の
八
西
山
殿
Ｖ

④

と
は
、
駿
河
の
富
士
郡
西
山
の
地
頭
で
、
大
内
太
三
郎
平
安
清
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
信
仰
心
も
厚
く
宗
祖
か
ら
は
七
篇
程
の

書
簡
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
大
内
氏
を
中
心
と
し
て
、
近
隣
に
は
同
行
の
徒
も
何
人
か
が
居
た
よ
う
で
あ
る
。
身
延
山
と
は
比
較
的
に
距
離

も
近
か
っ
た
の
で
、
宗
祖
と
の
交
信
も
、
し
ば
し
ば
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
月
に
入
っ
て
『
現
世
無
間
御
書
』
が
、
十
三
日
付
で
記
さ
れ
て
い
る
。
「
此
国
は
法
華
経
の
大
怨
敵
な
れ
ば
現
世
に
無
間
地
獄
の
大

⑤

苦
す
こ
し
心
み
さ
せ
給
ふ
か
。
」
と
あ
り
、
法
華
経
を
仏
に
代
っ
て
末
法
に
弘
め
よ
う
と
す
る
行
者
に
対
し
て
、
迫
害
を
加
え
続
け
て
来

た
結
果
、
日
本
国
の
諸
人
は
、
現
世
に
無
間
地
獄
の
大
苦
を
受
け
る
よ
う
な
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
れ
と
な
く
示
し

た
結
果
、

て
い
る
。

（2 ）



書
の
三
位
房
は
、
い
ず
れ
に
し
一

に
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

な
ど
が
、
し
ば
し
ば
派
遮
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
三
位
房
は
時
を
宗
祖
の
命
を
受
け
て
、
こ
の
他
に
も
布
教
の
た
め
に
駿
河
や
房
総

⑦

方
面
へ
、
出
か
け
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
。
宗
祖
自
身
は
山
を
下
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
の
で
、
代
理
と
し
て
三
位
房
を
始
め
、
そ
の
他

の
弟
子
に
出
張
を
さ
せ
て
お
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
時
折
り
は
地
方
に
散
在
し
て
、
布
教
活
動
を
展
開
し
て
い
る
弟
子
達
を
呼
び
も

ど
し
、
膝
元
に
お
い
て
研
修
を
深
め
さ
せ
た
り
、
「
大
事
の
法
門
」
に
つ
い
て
の
新
し
い
見
解
を
授
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
す
で
に
建
治
二
年
の
『
光
日
房
御
書
』
や
、
『
辨
殿
御
消
息
』
等
に
も
、
日
朗
、
日
向
、
日
高
等
の
各
師
が
三
位
房
を
も
含
め

⑥

て
、
身
延
を
中
心
と
し
、
各
地
へ
派
遣
さ
れ
た
り
、
戻
さ
れ
た
り
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
首
肯
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
こ

⑨

の
三
位
房
で
あ
る
が
、
古
来
、
一
人
説
と
二
人
説
と
が
あ
り
、
房
と
公
と
に
よ
っ
て
二
人
説
を
唱
え
る
む
き
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
御

書
の
三
位
房
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
身
延
の
宗
祖
に
、
膝
近
く
給
仕
し
、
時
に
師
匠
に
代
っ
て
、
各
地
へ
使
い
し
、
布
教
し
て
い
た
こ
と

四
月
に
入
る
と
、
『
四
信
五
品
紗
』
の
著
作
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
御
書
は
、
中
山
の
富
木
常
忍
が
、
三
月
二
十
三
日
付
で
辨

公
日
昭
を
通
し
て
、
身
延
の
宗
祖
に
疑
問
に
思
っ
て
い
る
点
に
つ
き
、
質
問
し
て
来
た
こ
と
に
対
す
る
解
答
の
書
で
あ
る
。
常
忍
は
末
代

法
華
経
行
者
の
用
心
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
修
行
の
方
法
・
肉
食
の
件
・
行
水
に
関
す
る
件
・
不
浄
の
身
の
処
し
方
．
及
び
観
念
等
に
つ

い
て
不
審
の
項
を
設
け
、
こ
れ
に
対
す
る
祖
判
を
僻
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
祖
は
直
に
本
紗
を
著
し
、
四
月
十
日
に
は
常
忍
の

手
元
へ
送
ら
れ
て
到
着
し
て
い
る
。
真
蹟
は
中
山
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
冒
頭
に
「
青
鳧
一
結
送
給
候
了
。
」
と
あ
る
の
で
、
銭
一
結

が
先
き
の
不
審
を
記
し
た
書
状
と
共
に
送
ら
れ
て
来
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
内
容
は
分
別
功
徳
品
に
説
か
れ
て
い
る
八
現
在
の
四
信
Ｖ

と
、
八
滅
後
の
五
品
Ｖ
に
つ
い
て
述
べ
、
妙
法
五
字
と
受
持
者
の
功
徳
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

同
じ
く
四
月
の
十
二
日
に
は
、
鎌
倉
の
大
田
乗
明
か
ら
「
青
鳧
二
結
」
が
送
ら
れ
て
来
た
。
「
青
鳧
」
と
は
銭
の
こ
と
で
あ
り
、
身
延

（ 3）



の
祖
師
に
対
し
て
は
、
当
時
各
地
の
檀
越
か
ら
、
御
供
養
の
日
用
品
や
食
料
と
共
に
、
銭
の
奉
納
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
こ
の

年
も
六
月
十
八
日
に
兵
衛
志
殿
か
ら
、
「
青
鳧
五
貫
文
」
が
送
ら
れ
て
来
て
い
る
し
、
八
月
二
十
一
日
に
も
、
「
鴬
目
二
貫
文
」
が
届
け

ら
れ
て
い
る
。
同
月
二
十
三
日
に
は
富
木
殿
か
ら
「
驚
目
一
結
」
が
、
更
に
又
日
女
御
前
か
ら
は
「
鷲
目
五
貫
」
が
そ
れ
ぞ
れ
送
ら
れ
て

来
て
お
り
、
九
月
に
も
松
野
・
四
条
等
の
諸
氏
か
ら
、
い
づ
れ
も
駕
目
の
寄
進
が
届
け
ら
れ
て
お
り
、
身
延
山
中
に
お
け
る
生
活
と
し
て

は
、
都
で
の
生
活
と
異
り
、
質
素
を
旨
と
し
た
日
常
生
活
で
あ
っ
た
点
か
ら
ぶ
て
、
こ
の
銭
は
当
時
と
し
て
は
少
額
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
う
る
。
思
う
に
こ
う
し
た
浄
財
は
、
先
き
の
弟
子
派
遣
の
費
用
や
門
下
教
育
の
た
め
の
経
費
と
し
て
、
主
に
用
い
ら
れ
て

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
宗
祖
一
人
の
生
活
を
支
え
る
も
の
と
し
て
考
え
れ
ば
、
時
に
多
額
な
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
布
教
や
、
教
育
の
た

め
の
費
用
を
含
む
も
の
と
し
て
見
た
時
は
、
か
え
っ
て
少
額
で
あ
っ
た
と
も
受
け
取
れ
よ
う
。
『
乗
明
聖
人
御
返
事
』
に
は
、
初
め
に

ヲ
ス
ニ

「
青
鳧
二
結
」
と
あ
る
が
、
文
中
に
は
「
銅
銭
二
千
枚
供
一
菱
法
華
経
こ
と
あ
る
。
二
結
と
云
う
の
は
二
千
枚
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で

も
あ
る
が
、
或
い
は
「
沢
山
」
と
云
う
意
味
の
形
容
と
し
て
「
二
千
枚
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
二
千
と
云
う
数
に
こ

だ
わ
ら
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
卯
月
十
二
日
に
は
、
中
興
政
所
女
房
に
宛
た
一
紙
三
行
の
短
信
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
又
日
付
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
四
条
金
吾

殿
御
返
事
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
、
鎌
倉
で
は
桑
ヶ
谷
の
愛
染
堂
で
、
叡
山
の
学
僧
龍
象
房
が
法
座
を
設
け
、
盛
ん
に
布
教
し
て

人
気
を
呼
ん
で
い
た
が
、
三
位
房
が
こ
れ
に
対
し
て
問
答
を
お
こ
な
い
、
遂
い
に
こ
れ
を
論
破
し
た
が
、
そ
の
席
に
来
合
せ
た
四
条
氏

は
、
後
に
謡
奏
に
あ
っ
て
苦
境
に
落
ち
入
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
宗
祖
は
こ
ま
ご
ま
と
し
た
諸
注
意
と
心
の
処
し
方
な
ど
を
教
示
さ
れ
て
い

る
。
身
延
の
山
中
に
在
っ
て
も
、
常
に
鎌
倉
に
居
る
弟
子
や
檀
越
に
対
し
て
、
警
告
を
発
し
た
り
、
身
の
上
を
気
遣
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

（ 4 ）



五
月
十
四
日
に
は
上
野
殿
か
ら
「
い
も
の
か
し
ら
一
駄
」
が
届
い
た
。
「
当
時
の
い
も
は
人
の
い
と
ま
と
申
し
、
珠
の
ご
と
し
、
く
す

⑩

り
の
ご
と
し
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
農
繁
期
の
人
手
の
尊
い
折
り
に
届
け
ら
れ
た
芋
一
駄
に
対
す
る
礼
状
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
法
難
と

法
華
経
の
行
者
と
の
関
係
を
説
き
、
「
聖
人
出
現
し
て
仏
の
ご
と
く
法
華
経
を
談
ぜ
ん
時
、
一
国
も
さ
わ
ぎ
、
在
世
に
す
ぎ
た
る
大
難
を

⑪

こ
る
べ
し
と
象
え
て
侯
」
と
あ
り
、
「
大
難
を
も
ち
て
こ
そ
、
法
華
経
し
り
た
る
人
と
は
申
す
べ
き
」
で
あ
る
と
述
べ
、
「
人
を
け
う
ぐ

⑫

ん
せ
ん
よ
り
も
、
我
身
を
け
う
ぐ
ん
あ
る
く
し
と
て
、
か
つ
ぱ
と
た
た
せ
給
へ
。
」
と
訓
誠
し
て
い
る
。
宗
祖
に
と
っ
て
八
法
難
Ｖ
と
、

「
法
華
経
の
行
者
」
の
問
題
は
、
極
め
て
重
大
で
あ
り
、
武
士
が
一
大
事
の
出
来
し
た
際
は
、
わ
が
一
命
を
主
君
の
た
め
に
捧
ぐ
る
如
く

⑬

日
蓮
門
下
は
法
華
経
の
た
め
に
八
不
惜
身
命
Ｖ
の
「
信
行
」
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
実
践
に
つ
と
め
て
き
て
い
る
。
こ
の
御

番
の
中
で
も
「
今
度
法
華
経
の
た
め
に
命
を
す
つ
る
事
な
ら
ば
、
な
に
は
を
し
か
る
べ
き
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

次
に
六
月
に
入
る
と
、
『
下
山
御
消
息
』
が
著
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
は
下
山
兵
庫
助
光
基
の
子
、
因
幡
房
日
永
に
代
っ
て
宗
祖
が

代
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
光
基
は
身
延
山
の
麓
に
あ
る
下
山
の
地
頭
で
あ
り
、
阿
弥
陀
堂
を
建
立
し
て
念
仏
信
仰
を
持
っ
て
い

た
が
、
そ
の
子
因
幡
房
は
宗
祖
に
帰
依
し
て
、
念
仏
か
ら
法
華
に
信
行
を
変
更
し
た
。
父
光
基
は
こ
れ
に
反
対
し
た
為
に
、
宗
祖
は
因
幡

房
に
代
っ
て
、
こ
の
一
書
を
著
し
光
基
に
宛
た
の
で
あ
っ
た
。

現
在
、
下
山
兵
庫
助
光
基
の
居
城
跡
に
は
、
本
国
寺
が
建
て
ら
れ
て
あ
る
が
、
身
延
山
の
近
郷
に
は
宗
祖
に
よ
っ
て
感
化
さ
れ
、
宗
を

改
め
て
妙
法
に
帰
依
し
た
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
身
延
の
隣
村
に
当
る
豊
岡
村
（
現
在
は
町
村
合
併
に
よ
り
身
延
町
豊
岡
地
区

と
な
っ
て
い
る
。
）
で
は
昔
か
ら
八
一
村
一
宗
Ｖ
と
称
し
て
、
村
全
体
が
日
蓮
宗
で
あ
る
。
ま
た
下
山
の
上
沢
寺
・
小
室
の
妙
法
寺
・
青

■■■■

■■■■■
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同
じ
く
六
月
二
十
五
日
に
は
、
『
頼
基
陳
状
』
が
記
さ
れ
て
あ
る
。
こ
の
書
は
前
書
と
同
様
に
宗
祖
が
檀
越
で
あ
る
四
条
金
吾
頼
基
に

代
っ
て
、
そ
の
主
君
江
馬
の
名
越
光
時
に
対
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
先
き
の
『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
に
も
あ
る
通
り
、
龍
象
房
と

三
位
公
と
の
問
答
に
端
を
発
し
、
そ
の
席
に
同
座
し
て
い
た
と
云
う
こ
と
で
頼
基
は
主
君
光
時
か
ら
、
今
後
一
切
法
華
経
や
、
日
蓮
聖
人

に
帰
依
し
な
い
旨
の
起
請
文
を
提
出
す
る
よ
う
に
厳
し
く
申
し
渡
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
知
ら
せ
を
受
け
た
身
延
の
宗
祖
は
早
速
筆

を
執
り
、
頼
基
か
ら
主
君
光
時
に
宛
た
陳
状
の
型
を
も
っ
て
、
此
の
一
書
が
著
作
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
謹
言
に
よ
っ
て
陥
れ
ら
れ

た
頼
基
の
立
場
を
開
陳
し
、
事
実
を
述
べ
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
内
容
は
厳
し
く
諸
宗
の
批
判
を
行
い
、
特
に
此
の
一
件
に
関
し
陰
で
策

動
し
た
と
思
わ
れ
る
良
観
房
と
、
文
永
八
年
六
月
に
催
し
た
八
祈
雨
Ｖ
に
つ
い
て
と
り
挙
げ
、
良
観
房
の
祈
雨
が
全
く
効
を
奏
し
な
か
っ

た
こ
と
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
、
等
の
点
か
ら
、
こ
の
『
陳
状
』
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
慎
重
に
扱
う
よ
う
に
『
四
条
金
吾
殿

御
返
事
』
（
建
治
三
年
七
月
）
の
中
で
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
御
返
事
に
よ
る
と
、
此
の
『
陳
状
』
を
三
位
房
に
持
た
せ
て
や
る
べ
き
で

あ
る
が
、
「
い
ま
だ
所
労
き
ら
き
ら
し
く
候
は
ず
」
と
云
う
状
態
な
の
で
、
別
の
御
房
を
ま
い
ら
せ
る
が
、
大
学
三
郎
・
滝
の
太
郎
・
富

柳
の
昌
福
寺
な
ど
、
ふ
な
宗
祖
の
教
化
を
浴
し
て
、
真
言
密
教
か
ら
、
宗
を
改
め
た
寺
院
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
下
山
御
消
息
』
の
真
蹟
は
、
小
湊
誕
生
寺
・
京
都
妙
満
寺
な
ど
二
十
数
か
所
に
断
片
が
散
在
し
て
い
る
。
内
容
は
大
小

・
権
実
相
対
を
中
心
と
し
、
特
に
浄
土
教
に
対
す
る
批
判
が
主
文
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
末
文
に
は
「
僧
日
永
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点

か
ら
ぷ
て
、
す
で
に
因
幡
房
は
宗
祖
の
門
下
と
し
て
「
日
永
」
と
号
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
り
宗
を
改
め
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
又
宛
名
の
「
下
山
兵
庫
五
郎
殿
御
返
事
」
と
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
光
基
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

『
註
画
讃
』
に
は
「
下
山
兵
衛
四
郎
」
と
云
う
名
も
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
四
郎
は
因
幡
房
日
永
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
あ
り
、

『
註
画
讃
』
に
杵⑭

確
か
で
は
な
い
。

( 6 ）



〆

⑳

さ
て
、
七
月
十
六
日
に
は
、
上
野
殿
か
ら
「
む
ぎ
一
榧
、
か
わ
の
り
五
条
、
は
じ
か
象
六
十
給
了
ぬ
。
」
と
ご
供
養
が
あ
っ
た
礼
状
が

記
さ
れ
て
い
る
。
新
し
く
と
れ
た
麦
や
川
海
苔
・
生
蓮
な
ど
が
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
供
養
に
対
し
て
「
法
華
経
の
御
い

⑮

木
の
三
人
の
中
の
だ
れ
か
に
清
書
し
て
も
ら
っ
て
、
時
期
を
よ
く
象
き
わ
め
て
か
ら
提
出
す
る
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
祖

は
身
は
延
山
草
庵
中
に
在
り
な
が
ら
も
、
心
は
い
つ
も
鎌
倉
在
住
の
頼
基
ら
の
上
に
あ
っ
て
、
主
君
か
ら
の
厳
命
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法

華
の
信
仰
を
守
り
通
し
て
い
る
頼
基
を
、
心
強
く
感
じ
て
、
激
励
の
筆
に
檀
越
を
慈
し
む
真
情
を
染
め
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
只
事

⑯

の
心
を
案
ず
る
に
、
日
蓮
が
道
を
た
す
け
ん
と
、
上
行
菩
薩
貴
辺
の
御
身
に
入
り
か
は
ら
せ
給
へ
る
か
。
又
教
主
釈
尊
の
御
計
ひ
か
。
」

と
あ
っ
て
、
本
化
上
行
の
入
り
か
は
り
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。

こ
の
頃
四
条
金
吾
は
、
折
り
あ
る
毎
に
、
し
ば
し
ば
宗
祖
に
便
り
を
し
た
た
め
、
事
あ
る
度
に
身
延
か
ら
の
指
示
を
仰
い
で
い
た
よ
う

で
あ
る
。
御
書
番
号
二
五
七
の
同
氏
宛
の
『
御
返
事
』
に
よ
る
と
、
「
御
文
あ
ら
あ
ら
う
け
給
は
り
て
、
長
き
夜
の
あ
け
、
と
を
き
道
を

⑰

か
へ
り
た
る
が
ご
と
し
。
」
と
あ
る
の
で
、
頼
基
が
主
君
の
圧
力
に
屈
せ
ず
、
法
華
信
仰
を
堅
持
し
続
け
た
こ
と
を
讃
し
、
更
に
「
法
華

⑬

経
の
命
を
継
ぐ
人
」
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
叉
末
文
に
は
「
今
度
い
か
な
る
便
も
出
来
せ
ぱ
し
た
た
め
候
し
陳
状
を
上
け
ら
る
く
し
。

⑲

大
事
の
文
な
れ
ば
、
一
騒
は
か
な
ら
ず
あ
る
べ
し
。
」
と
あ
る
の
で
、
先
き
の
『
頼
基
陳
状
』
は
、
直
に
江
馬
光
時
に
出
さ
れ
て
い
た
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
と
も
あ
れ
こ
の
一
件
は
、
四
条
氏
に
と
っ
て
は
そ
の
信
仰
心
に
つ
い
て
の
試
金
石
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り

宗
祖
は
そ
の
身
の
上
を
案
じ
て
、
わ
が
事
の
如
く
に
配
慮
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
上
行
菩
薩
の
入
れ
か
わ
り
」
と
云
い
、
「
法

華
経
の
命
を
継
ぐ
人
」
と
云
う
表
現
か
ら
染
て
も
、
宗
祖
の
四
条
氏
に
対
す
る
こ
の
一
件
で
の
扱
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ー

I■■■

q■■■■■
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の
ち
を
つ
が
せ
給
ふ
事
、
三
世
の
諸
仏
を
供
養
し
給
へ
る
に
て
あ
る
な
り
。
十
方
の
衆
生
の
眼
を
開
く
功
徳
に
て
候
く
し
。
尊
し
と
も
申

⑳

計
な
し
。
」
と
讃
し
て
い
る
。
末
法
に
法
華
経
の
行
者
を
守
護
し
た
り
、
こ
れ
を
供
養
し
外
護
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
人
の
功
徳
も
叉

極
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

八
月
に
入
っ
て
四
日
に
は
、
『
弥
三
郎
殿
御
返
事
』
が
あ
る
。
弥
三
郎
に
つ
い
て
は
詳
細
は
伝
っ
て
い
な
い
が
沼
津
の
人
だ
と
云
わ
れ

⑳

て
い
る
。
二
十
一
日
に
は
池
上
兵
衛
志
が
、
武
蔵
房
円
日
に
驚
目
二
貫
文
を
持
た
せ
、
西
谷
を
訪
れ
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
『
御
返
事
』
の

末
文
に
は
、
「
此
よ
り
後
も
い
か
な
る
事
あ
り
と
も
、
す
こ
し
も
た
ゆ
む
事
な
か
れ
。
い
よ
い
よ
は
り
あ
げ
て
せ
む
く
し
。
た
と
い
命
に

⑳

及
ぶ
と
も
、
す
こ
し
も
ひ
る
む
事
な
か
れ
。
」
と
八
不
惜
身
命
Ｖ
の
信
行
を
勧
め
て
い
る
。
す
で
に
池
上
兄
弟
に
つ
い
て
は
、
信
仰
上
の

、

問
題
で
父
左
衛
門
大
夫
と
の
間
に
対
立
が
み
ら
れ
、
兄
弟
間
に
も
微
妙
な
動
揺
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
御
返
事
で
は
そ
う
し
た
信

仰
上
の
態
度
に
つ
い
て
、
厳
し
く
精
進
の
道
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
西
谷
に
お
け
る
宗
祖
が
、
各
地
に
散
在
す
る
檀
越
の
一
人
一
人

に
対
し
、
常
に
信
仰
問
題
に
つ
い
て
、
詳
細
な
配
慮
を
め
ぐ
ら
し
、
機
会
あ
る
毎
に
こ
う
し
た
書
簡
を
発
し
て
、
教
化
・
激
励
に
勤
め
て

い
た
こ
と
を
知
る
上
の
一
例
と
云
え
よ
う
。

二
日
後
の
八
月
二
十
三
日
に
は
、
富
木
氏
か
ら
同
じ
く
鴬
目
一
結
が
送
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
礼
状
に
は
、
弘
法
・
慈
覚
・
智
証
等
の
真

⑳

《
ハ
チ
ヲ
ハ

ヲ

言
天
台
二
宗
に
対
す
る
折
伏
が
下
さ
れ
、
更
に
「
我
門
家
夜
断
し
眠
昼
止
レ
暇
案
し
之
。
一
生
空
過
万
歳
勿
レ
悔
・
」
と
訓
誠
し
て
い
る
。
恐

ら
く
西
谷
に
お
け
る
宗
祖
の
生
活
は
、
此
の
文
の
通
り
八
止
暇
断
眠
Ｖ
の
信
仰
・
教
化
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
祖
書
の
上

か
ら
、
こ
の
年
代
の
生
活
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
同
じ
二
十
三
日
に
は
、
日
女
御
前
が
御
本
尊
供
養
の
た
め
に
と
、
鴬
目
五
貫
・
白
米
一
駄
・
菓
子
等
を
送
っ
て
来
た
こ
と
に
対
す

る
礼
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。
真
蹟
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
日
朝
の
写
本
が
あ
り
、
大
曼
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
の
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（8）



〆

即
ち
、
未
曾
有
の
大
曼
茶
羅
は
、
仏
滅
後
二
千
二
百
二
十
余
年
の
今
日
、
初
め
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
只
我
等
衆
生
の
法
華
経
を

⑳

持
ち
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
ふ
る
胸
中
の
肉
団
に
お
は
し
ま
す
な
り
。
」
と
あ
り
、
更
に
唱
題
受
持
を
も
っ
て
即
五
種
の
修
行
を
具

足
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
法
門
は
後
に
行
学
日
朝
の
教
学
の
上
に
、
そ
の
ま
ま
導
入
さ
れ
て
お
り
、
日
朝
の
本
尊
観
に
お

⑳

け
る
大
き
な
依
処
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
西
谷
の
草
庵
に
あ
っ
て
、
木
仏
釈
尊
と
法
華
経
の
前
で
、
昼
夜
に
妙
典
を
読
諦
し
、
唱

題
行
に
精
進
さ
れ
た
宗
祖
に
と
っ
て
は
、
八
唱
題
即
五
種
具
足
Ｖ
と
云
う
法
門
の
実
践
で
あ
り
、
日
常
化
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
云
う

＠

こ
と
が
で
き
よ
う
。

此
の
年
も
身
延
に
秋
風
の
立
ち
初
め
た
九
月
に
な
る
と
、
九
日
付
で
『
兵
衛
志
殿
御
書
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
八
月
二
十
一
日
の
『
御

返
事
』
以
来
、
池
上
家
の
信
仰
に
関
す
る
問
題
で
、
何
か
と
成
り
行
き
を
案
じ
て
い
た
だ
け
に
、
兄
弟
が
力
を
合
せ
て
親
父
左
衛
門
大
夫

を
法
華
経
に
入
れ
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
、
乱
世
に
あ
っ
て
も
教
法
の
正
邪
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も

天
台
・
真
言
の
二
宗
を
折
伏
し
て
い
る
が
、
末
文
の
追
書
に
「
此
文
は
別
し
て
は
兵
衛
の
志
殿
へ
・
擢
じ
て
は
我
一
門
の
人
々
御
覧
有
る

⑳

く
し
。
他
人
に
間
か
せ
給
ふ
な
。
」
と
あ
り
、
池
上
兄
弟
を
門
下
の
範
と
し
て
、
広
く
一
門
の
人
々
に
知
ら
し
め
、
更
に
法
華
・
大
日
両

経
の
勝
劣
を
判
じ
て
、
「
我
弟
子
等
此
由
を
存
ぜ
さ
せ
給
へ
」
と
訓
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

又
こ
の
同
じ
日
に
、
松
野
殿
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
「
鴬
目
一
貫
文
・
油
一
升
・
衣
一
・
筆
十
管
」
に
対
す
る
礼
状
が
書
か
れ
て
い
る
。
松

野
氏
の
御
供
養
は
「
今
に
始
め
ぬ
御
志
、
申
し
尽
し
が
た
く
候
」
と
あ
る
の
で
、
身
延
へ
は
し
ば
し
ば
御
供
養
の
品
食
が
届
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
駿
河
の
松
野
か
ら
は
距
離
も
あ
ま
り
遠
く
な
い
の
で
、
使
者
の
往
来
も
他
の
檀
越
よ
り
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
よ
う

四
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さ
て
、
こ
の
御
返
事
が
記
さ
れ
て
か
ら
二
日
後
の
十
一
日
は
、
四
条
左
衛
門
尉
殿
か
ら
、
「
白
小
袖
一
領
・
銭
一
ゆ
ひ
」
及
び
富
木
氏

か
ら
托
さ
れ
た
「
柿
・
梨
・
生
ひ
じ
き
・
干
ひ
じ
き
」
な
ど
様
含
な
御
供
養
の
品
々
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
御
礼
か
た
が
た
筆
を
と
っ
て

記
さ
れ
た
の
が
、
『
崇
峻
天
皇
御
書
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、
四
条
氏
の
主
君
江
馬
氏
は
病
床
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
憂
う
る
と
同
時
に

主
君
と
家
臣
の
道
を
説
き
、
更
に
四
条
氏
の
身
辺
に
つ
い
て
、
充
分
注
意
す
べ
き
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
る
。
日
常
の
振
舞
い
に
つ
い
て

も
、
こ
ま
か
な
点
に
至
る
ま
で
、
指
示
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
「
設
ひ
殿
の
罪
ふ
か
く
し
て
地
獄
に
入
り
給
は
ぱ
、
日
蓮
い
か
に
仏
に
な

⑳

れ
と
釈
迦
仏
こ
し
ら
へ
さ
せ
給
ふ
に
も
、
用
ひ
ま
い
ら
せ
候
べ
か
ら
ず
。
同
じ
く
地
獄
な
る
べ
し
。
」
と
身
延
と
、
鎌
倉
と
に
へ
だ
て
て

住
ん
で
は
い
て
も
、
常
に
門
下
を
身
近
か
な
も
の
と
し
て
、
苦
楽
を
倶
に
わ
か
ち
あ
っ
て
い
る
情
愛
の
深
さ
が
惨
み
出
て
い
る
一
文
に
よ

っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
「
蔵
の
財
よ
り
身
の
財
す
ぐ
れ
た
り
。
身
の
財
よ
り
心
の
財
第
一
な
り
。
此
御
文
を
御
覧
あ
ら
ん
よ
り
は
心
の
財

を
つ
ま
せ
給
ふ
く
し
。
」
と
述
べ
、
末
文
に
は
「
教
主
釈
尊
の
出
世
の
本
懐
は
人
の
振
舞
に
て
候
け
る
ぞ
。
」
と
訓
誠
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
一
文
か
ら
考
え
て
も
わ
か
る
如
く
、
宗
祖
の
入
山
は
単
な
る
「
隠
栖
」
で
は
な
い
と
云
え
よ
う
。
つ
ま
り
世
間
と
の
つ
な
が
り
を
一

切
た
ち
切
っ
て
、
自
然
に
親
し
ぶ
つ
つ
余
生
を
自
適
の
中
に
す
ご
す
と
云
う
の
で
は
な
く
、
身
延
の
山
中
か
ら
い
つ
も
弟
子
や
檀
越
に
対

し
て
指
示
・
教
訓
を
与
え
、
時
に
は
身
近
か
な
門
下
を
派
遣
し
て
、
こ
と
に
当
ら
せ
て
お
り
、
大
い
に
外
部
へ
の
配
慮
を
め
ぐ
ら
せ
て
、

「
日
蓮
と
共
に
」
あ
る
人
々
（
法
華
経
修
行
の
者
）
へ
の
交
渉
は
盛
ん
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
祖
自
身
の
出
入
は
差
し
ひ
か
え
ら
れ
た

が
、
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
も
代
表
さ
れ
て
い
る
如
く
、
文
書
に
よ
る
指
示
は
各
地
の
門
下
へ
頻
繁
に
発
し
ら
れ
、
時
に
は
叱
陀
激
励
と
な

り
、
賞
嘆
と
な
り
、
そ
し
て
時
に
は
共
に
悦
び
、
悲
し
む
と
云
う
慈
悲
の
現
れ
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

で
、
「
目
連
樹
十
両
計
り
給
は
恥

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
う
る
。

「
目
連
樹
十
両
計
り
給
は
り
候
べ
く
候
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、
平
素
、
駿
河
方
面
と
の
文
通
・
往
来
が
た
び
た
び

（〃）



‐
ん
上
《

次
に
九
月
二
十
日
付
で
『
石
本
日
仲
聖
人
御
返
事
』
一
紙
断
片
が
あ
る
。
そ
の
中
に
「
抑
も
駿
馬
一
疋
被
二
追
遣
一
事
存
外
之
次
第
欺
」

と
見
え
る
。
ま
た
十
一
月
七
日
に
は
、
兵
衛
志
殿
女
房
か
ら
「
銅
の
御
器
二
つ
」
が
送
ら
れ
て
来
て
お
り
、
同
月
十
八
日
に
は
太
田
入
道

殿
女
房
か
ら
「
柿
の
あ
を
う
ら
の
小
袖
、
わ
た
十
両
」
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
御
礼
状
に
は
、
寒
さ
を
防
ぐ
小
袖
の
こ
と
か
ら
「
八
寒
地

獄
」
の
説
明
に
及
び
、
「
法
華
経
に
衣
を
ま
い
ら
せ
給
ふ
女
人
」
は
、
「
後
生
に
八
寒
地
獄
の
苦
を
ま
ぬ
が
れ
さ
せ
給
ふ
の
象
な
ら
ず
、

⑳

今
生
に
は
大
難
を
は
ら
ひ
」
功
徳
果
報
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。

ふ

十
一
月
二
十
日
に
は
『
兵
衛
志
殿
御
返
事
』
に
「
か
た
が
た
の
も
の
、
夫
二
人
を
も
っ
て
、
を
く
り
た
び
て
候
」
と
あ
る
如
く
、
兵
衛

志
か
ら
の
送
り
物
に
対
す
る
礼
状
が
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
池
上
兄
弟
は
こ
の
頃
、
再
び
信
仰
上
の
問
題
で
、
父
と
の
間
に
諄
論
と
な
り
、

法
華
を
あ
く
ま
で
信
仰
し
て
い
た
兄
の
右
衛
門
志
宗
仲
は
勘
当
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
弟
の
兵
衛
志
は
動
揺
を
来
た
し
た
の
で
、
こ
の
御
返

⑳

事
で
は
「
心
う
す
く
て
悪
道
に
堕
ち
て
日
蓮
う
ら
ゑ
さ
せ
給
ふ
な
。
」
と
訓
誠
し
、
「
す
こ
し
も
を
そ
る
る
心
な
か
れ
」
と
激
励
し
て
い
る
。

ま
た
同
月
廿
八
日
に
は
、
曾
谷
次
郎
入
道
殿
か
ら
、
「
妙
法
蓮
華
経
一
部
一
巻
小
字
経
、
御
供
養
の
た
め
に
御
布
施
に
小
袖
二
重
・
驚

目
十
貫
・
竝
扇
百
本
」
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。
曾
谷
氏
は
入
道
の
後
、
信
行
篤
く
、
妙
経
の
読
諦
・
書
写
等
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

⑳

『
御
返
事
』
に
よ
る
と
、
「
南
無
妙
法
蓮
華
と
申
す
は
一
代
の
肝
心
た
る
の
象
な
ら
ず
、
法
華
経
の
心
也
、
体
也
、
所
詮
也
。
」
と
あ
り
、

更
に
「
題
目
を
は
な
れ
て
法
華
経
の
心
を
尋
ぬ
る
者
は
、
猿
を
は
な
れ
て
肝
を
た
づ
ね
し
は
か
な
き
把
也
。
」
と
題
目
の
肝
心
た
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。

建
治
三
年
も
お
し
つ
ま
っ
て
十
二
月
に
入
る
と
、
十
七
日
に
『
大
白
牛
車
書
』
が
著
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
南
条
時
光
に
宛
た
御
書
だ

五
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尚
、
建
治
三
年
中
の
執
筆
御
薔
と
し
て
は
、
月
日
が
不
明
で
あ
る
が
、
『
法
華
初
心
成
仏
紗
』
や
『
仏
眼
御
薔
』
、
『
鼠
入
鹿
事
』
等

の
御
書
が
あ
る
。
こ
の
中
『
法
華
初
心
成
仏
紗
』
は
、
古
来
異
説
が
多
く
、
執
筆
年
時
に
つ
い
て
も
文
永
・
建
治
・
弘
安
の
諸
説
が
あ
り

⑳

真
筆
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
内
容
の
面
で
も
真
偽
説
が
出
さ
れ
て
い
る
程
で
あ
る
。
然
し
こ
こ
で
は
一
応
、
『
昭
和
定
本
遺

文
』
に
よ
っ
て
建
治
三
年
と
し
、
そ
の
内
容
を
一
見
す
る
と
、
法
師
品
の
八
已
今
当
三
説
超
過
Ｖ
の
法
華
経
を
も
っ
て
第
一
と
な
し
、
仏

滅
後
の
人
師
論
師
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
諸
宗
と
、
釈
迦
仏
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
法
華
宗
と
を
比
較
し
、
浬
梁
経
の
「
依
法
不
依
人
」

も
の
で
あ
ろ
う
。

と
さ
れ
て
い
る
が
、
真
蹟
は
現
存
し
て
い
な
い
。
御
書
名
は
本
文
中
に
懸
嶮
品
の
八
三
界
火
宅
Ｖ
の
警
嶮
か
ら
引
用
し
た
大
白
牛
車
に
関

し
て
、
法
華
経
の
第
一
た
る
所
謂
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
同
じ
日
に
『
庵
室
修
復
書
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
上
野
殿
よ
り
芋
二
駄

が
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
謝
礼
で
あ
っ
た
が
、
入
山
し
て
早
く
も
四
年
が
経
過
し
、
西
谷
の
庵
室
も
柱
や
臘
壁
も
す
っ
か
り
い
た
ん

で
古
く
な
り
、
柱
も
壁
も
傾
い
た
り
「
夜
火
を
と
ぽ
さ
ね
ど
も
、
月
の
ひ
か
り
に
て
聖
教
を
よ
み
ま
い
ら
せ
、
わ
れ
と
御
経
を
巻
ま
い
ら

＠

せ
候
は
ね
ど
も
、
風
を
の
づ
か
ら
吹
返
し
ま
い
ら
せ
候
」
と
云
う
現
状
で
あ
っ
た
が
、
遂
い
に
「
十
二
の
柱
四
方
に
頭
を
投
げ
、
四
方
の

か
く
は
一
所
に
倒
れ
ぬ
」
と
云
う
状
態
に
な
っ
た
。
人
夫
が
な
い
の
で
学
生
共
を
せ
め
て
再
建
に
励
ん
で
い
る
が
、
食
も
な
く
雪
を
も
っ

て
命
を
つ
な
い
で
い
る
と
云
う
窮
乏
な
生
活
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
入
山
以
来
約
四
年
で
庵
室
が
朽
ち
て
住
む
に
堪
え
ら
れ
な
い
状

態
に
た
ち
至
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
西
谷
が
日
蔭
で
地
形
の
上
か
ら
も
湿
気
が
多
く
、
特
に
庵
室
の
附
近
は
雪
の
積
り
方
も
深
く

⑳

し
て
、
木
造
の
建
物
は
耐
用
年
限
が
短
か
く
、
早
く
朽
ち
果
て
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

身
延
山
に
お
け
る
こ
の
頃
の
生
活
は
、
こ
う
し
た
御
謹
の
上
か
ら
推
察
す
る
と
き
、
衣
・
食
・
住
共
に
質
素
そ
の
も
の
で
あ
り
、
生
命

を
つ
な
ぐ
に
足
る
の
承
の
生
活
様
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
心
の
豊
か
さ
が
、
こ
れ
を
救
っ
て
い
た

(I2)



の
文
に
よ
っ
て
、
仏
立
法
華
宗
を
了
義
経
と
定
め
て
い
る
。
法
華
経
と
諸
経
と
の
勝
劣
を
判
じ
、
無
量
義
経
の
「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」

方
便
品
の
「
正
直
捨
方
便
但
説
無
上
道
」
等
の
文
に
よ
っ
て
、
法
華
経
の
真
実
大
白
法
た
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
「
現
世
安
穏
、
後

⑰

生
善
処
な
る
べ
き
此
大
白
法
を
信
じ
て
国
土
に
弘
め
給
は
ぱ
、
万
国
に
其
身
を
仰
が
れ
、
後
代
に
賢
人
の
名
を
留
め
給
ふ
く
し
。
」
と
あ

⑳

っ
て
、
『
立
正
安
国
論
』
の
末
文
「
先
安
二
生
前
一
更
扶
二
没
後
こ
を
解
説
し
た
形
を
と
り
、
「
妙
法
の
五
字
を
弘
め
給
は
ん
智
者
を
ぱ
、

い
か
に
賎
し
く
と
も
上
行
菩
薩
の
化
身
欺
、
又
釈
迦
如
来
の
御
使
欺
と
思
ふ
く
し
。
」
と
述
べ
て
、
『
開
目
抄
』
で
究
明
さ
れ
た
八
仏
使
Ｖ

の
問
題
を
と
り
上
げ
て
、
端
的
に
説
明
を
下
し
て
い
る
。

さ
と
り

ま
た
こ
の
御
書
の
末
文
に
は
、
「
凡
そ
妙
法
蓮
華
経
と
は
、
我
等
衆
生
の
仏
性
と
（
乃
至
）
三
世
の
諸
仏
の
解
の
妙
法
と
、
一
体
不
二

な
る
理
を
妙
法
蓮
華
経
と
名
づ
け
た
る
也
。
故
に
一
度
妙
法
蓮
華
経
と
唱
ふ
れ
ば
、
一
切
の
仏
・
一
切
の
法
（
乃
至
）
一
切
衆
生
の
心
中

の
仏
性
を
、
唯
一
音
に
喚
び
顕
し
奉
る
功
徳
無
量
無
辺
也
。
我
が
己
心
の
妙
法
蓮
華
経
を
本
尊
と
あ
が
め
奉
り
て
、
我
が
己
心
の
仏
性
南

⑳

無
妙
法
蓮
華
経
と
よ
び
よ
ば
れ
て
顕
れ
給
ふ
処
を
仏
と
は
云
ふ
也
・
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
後
、
空
と
ぶ
鳥
と
礎
の
中
の
鳥
と
の
醤
を
も
っ

て
己
心
の
仏
性
を
解
説
し
て
い
る
。
》
」
の
仏
性
論
に
よ
る
教
え
は
、
宗
祖
の
教
学
上
か
ら
は
比
較
的
初
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
佐
前
の

部
に
属
す
る
と
も
云
わ
れ
る
が
、
標
題
に
示
し
て
い
る
通
り
八
初
心
成
仏
Ｖ
を
取
扱
っ
た
御
書
で
あ
る
の
で
、
対
告
衆
に
応
じ
た
教
示
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
御
書
は
駿
州
岡
の
宮
の
妙
法
尼
に
宛
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
妙
法
尼
に
つ
い
て
の
詳
細
は
伝
わ
っ
て
い

な
い
た
め
、
そ
の
事
跡
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
弘
安
元
年
に
夫
と
死
別
し
、
同
五
年
に
亡
く
な
っ
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
弘
安

⑳

元
年
七
月
三
日
付
の
『
妙
法
尼
御
前
御
返
事
』
に
よ
る
と
、
「
先
ず
法
華
経
に
つ
け
て
御
不
審
を
た
て
て
其
趣
き
御
尋
ね
候
事
」
と
あ
る

点
か
ら
ぷ
て
、
こ
の
頃
ま
だ
法
華
信
仰
に
対
す
る
疑
問
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
建
治
三
年
頃
は
八
初
心
Ｖ
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推

察
さ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
に
法
華
初
心
の
者
に
宛
た
御
書
と
し
て
承
る
と
き
、
仏
性
論
的
解
説
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
く
、
む
し
ろ

(I3)



こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
当
然
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
建
治
三
年
の
身
延
山
に
お
け
る
宗
祖
は
、
各
地
に
散
在
す
る
門
下
棚
越
へ
の
充
分
な
る
配
慮
と
、
教
義
の
解
説
や
信
仰
生

活
に
関
す
る
教
示
と
執
筆
の
中
に
暮
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
在
山
四
年
目
、
宗
祖
五
十
六
才
の
冬
は
、
厳
し
い
寒
さ
と
雪
に
囲
ま
れ
た
日

常
で
あ
っ
た
が
、
心
中
に
は
妙
法
広
布
の
熱
情
を
、
ま
す
ま
す
渡
ら
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

〔
註
〕

①
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第
一
巻
及
び
第
二
巻
の
正
篇
に
登
紋
さ
れ
た
も
の
を
対
象
と
し
た
。

②
『
本
満
寺
御
書
』
第
十
五
巻
一
五
二

③
『
録
外
考
文
』
巻
八
の
十
三
に
「
建
治
三
年
冬
十
二
月
、
賜
二
駿
州
大
内
安
消
一
云
云
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
。

④
右
の
『
録
外
考
文
』
の
他
に
、
『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
巻
二
四
の
二
○
に
は
「
西
山
高
橋
入
道
聖
密
房
」
と
し
て
出
て
い
る
。
こ
の
文
で
は
西
山
・

高
橋
・
聖
密
房
の
三
者
を
同
一
人
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
『
録
外
考
文
』
で
は
こ
れ
を
「
不
し
詳
也
」
（
巻
こ
の
五
）
と
し
て
い
る
。

⑤
現
世
無
間
御
番
一
二
九
二
頁

⑥
『
録
外
考
文
』
に
は
「
或
云
二
昭
師
之
母
一
未
し
技
」
（
巻
四
’
二
四
）
と
あ
る
。

⑦
『
光
日
房
御
醤
』
に
よ
る
と
、
「
こ
れ
よ
り
そ
れ
へ
わ
た
り
候
三
位
房
・
佐
渡
公
等
に
、
た
び
ご
と
に
こ
の
ふ
み
を
よ
ま
せ
て
き
こ
し
め
す
べ
し
。
云

云
」
（
一
、
一
六
一
）
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
知
れ
る
如
く
で
あ
る
。
光
日
房
は
房
州
天
津
の
人
で
、
光
日
尼
は
宗
祖
幼
少
の
頃
よ
り
の
知
人
で
あ
っ
た
。

③
『
弁
殿
御
消
息
』
に
よ
る
と
「
ち
く
ご
房
・
三
位
・
そ
つ
等
を
ぱ
、
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
。
」

（
一
、
一
九
一
）
と
あ
る
。

⑨
『
本
化
聖
典
大
辞
林
』
（
中
）
一
六
五
八
頁

⑩
上
野
殿
御
返
事
一
三
○
五
頁

⑪
同
一
三
○
七
頁

⑫
同
一
三
二
頁

⑬
『
仏
教
教
団
の
諸
問
題
』
（
日
本
仏
教
学
会
編
）
の
拙
論
「
日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
難
の
問
題
」
を
参
照
。

⑭
『
身
延
町
誌
』
（
八
六
）
及
び
「
甲
斐
国
志
」
等
に
見
ら
れ
る
。

⑮
四
条
金
吾
殿
御
返
事
一
三
六
三
頁

⑯
同
一
三
六
二
頁
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⑰
四
条
金
吾
殿
御
返
事
一
三
七
八
頁

⑬
同
一
三
八
四
頁

⑲
同
一
三
八
五
頁

⑳
上
野
殿
御
返
事
一
三
六
五
頁

⑳
同
一
三
六
六
頁

⑳
『
本
化
聖
典
大
辞
林
』
（
下
）
三
二
一
三
頁

⑳
兵
衛
殿
御
返
事
一
三
七
一
頁

、
兄
弟
妙
（
九
一
八
頁
）
を
参
照
。

⑮
富
木
殿
御
返
事
一
三
七
三
頁

⑳
日
女
御
前
御
返
事
一
三
七
六
頁

⑳
『
本
尊
三
種
知
識
』
（
「
本
尊
論
資
料
」
九
三
）
等
を
参
照
。
行
学
日
朝
は
『
法
華
経
為
本
尊
事
』
に
見
ら
れ
る
如
く
、
法
本
尊
を
主
張
し
て
い
る
。

⑳
『
法
華
』
（
昭
和
四
十
九
年
九
月
号
）
の
拙
稿
「
身
延
の
日
蓮
聖
人
と
五
種
修
行
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
兵
衛
志
殿
御
書
一
三
八
九
頁

⑳
崇
峻
天
皇
御
書
一
三
九
四
頁

、
太
田
殿
女
房
御
返
事
一
四
○
一
頁

、
兵
衛
志
殿
御
返
事
一
四
○
三
頁

、
曾
谷
入
道
殿
御
返
事
一
四
○
九
頁

、
庵
室
修
復
書
一
四
二
頁ノ

ニ
シ
チ
ノ

》
》
〃
》

二
〃
″

⑮
『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
（
巻
七
’
二
八
）
に
「
身
延
丈
室
陸
晒
細
木
所
し
編
卑
湿
之
地
不
し
能
二
久
支
一
今
年
為
し
雪
所
し
圧
不
レ
任
二
坐
臥
一
言
言
と
あ

る
。

⑳
『
御
書
紗
』
（
第
十
八
巻
三
三
）
及
び
『
祖
書
綱
要
』
に
も
、
疑
怪
を
い
だ
い
て
お
り
、
ま
た
佐
後
の
遺
文
と
し
て
は
、
他
の
遺
文
と
の
間
に
へ
だ
た

り
が
あ
る
と
し
て
、
日
持
の
著
作
を
印
可
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
説
も
あ
る
。
（
「
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
」
九
’
四
五
四
）

、
法
華
初
心
成
仏
紗
一
四
一
三
頁

⑬
立
正
安
国
論
一
三
六
頁

⑲
法
華
初
心
成
仏
妙
一
四
三
二
頁

⑳
妙
法
尼
御
前
御
返
事
一
五
二
六
頁
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