
宗
祖
は
文
永
十
一
年
（
三
一
七
四
）
の
五
月
十
七
日
に
、
身
延
山
へ
到
着
さ
れ
た
。
爾
来
、
星
箱
流
れ
去
っ
て
、
本
年
は
開
關
七
○
○

年
に
相
当
す
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
機
に
、
身
延
山
に
お
け
る
宗
祖
の
動
静
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
祖
書
の
上
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
と

古
来
、
幾
多
の
先
師
に
よ
っ
て
、
ハ
身
延
入
山
の
聖
意
Ｖ
或
い
は
八
目
的
Ｖ
等
に
つ
い
て
は
、
種
々
に
語
ら
れ
て
来
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
在
山
中
の
一
貫
し
た
動
静
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
多
く
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
に
部
分
的
な
記
述
が
見
ら
れ
る
程
度
で

あ
る
。
た
と
え
ば
在
山
中
に
お
け
る
波
木
井
氏
と
の
交
渉
や
、
弟
子
檀
越
に
宛
て
出
さ
れ
た
御
消
息
類
の
数
、
又
は
御
供
養
を
受
け
た
品

々
に
つ
い
て
、
或
い
は
ハ
身
延
霊
山
説
Ｖ
の
推
移
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

愛
で
は
そ
う
し
た
事
柄
を
も
含
め
て
、
入
山
直
後
か
ら
在
山
中
の
動
静
に
つ
き
、
祖
書
の
上
か
ら
年
を
追
っ
て
、
そ
の
動
静
を
考
察
し

て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
」
を
、
で
き
る
だ
け
忠
実
に
浮
き
彫
り
し
て
み
よ
う
と
考
え
て

い
る
が
、
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
時
間
と
紙
数
の
余
裕
が
、
相
当
に
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
は
入
山
直
後
に
お
け
る
動
静
を
記
す
に

す
る
も
の
で
あ
る
。

身
延
入
山
当
初
の
日
蓮
聖
人

■■■■■

序

言

上
田
本
昌
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ノ
下
、
，

そ
し
て
、

書
」
に
、

と
ど
ま
る
を
え
な
い
こ
と
と
思
う
の
で
、
足
ら
ざ
る
は
後
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
賂

「
⑦
い
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
大
い
し
（
大
旨
）
は
こ
の
山
中
心
中
に
叶
て
候
へ
ば
、
し
ば
ら
く
は
候
は
ん
ず
ら
む
。

①
結
句
は
一
人
に
な
っ
て
日
本
国
に
流
浪
す
べ
き
み
（
身
）
に
て
候
。
又
た
ち
と
ど
ま
る
み
（
身
）
な
ら
ば
け
ん
さ
ん
（
見
参
）
に

①

入
侯
ぺ
し
。
恐
々
謹
言
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
⑦
の
文
は
ま
だ
入
山
の
当
初
な
の
で
決
定
的
で
は
な
い
が
、
身
延
山
が
心
中
に
叶
っ
た
処
な
の
で
、
し
ば
ら
く
の
間

は
、
こ
の
山
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
入
山
第
一
日
目
の
卒
直
な
心
境
を
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
心
中
に
叶

て
」
と
云
う
点
に
、
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
い
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ず
と
い
え
ど
も
」
と
云
い
な
が
ら
も
、
心
中
に
叶
っ
た
山
と
し

て
、
入
山
の
当
初
か
ら
す
で
に
、
こ
の
山
に
対
す
る
心
情
の
深
か
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

④
の
文
は
、
わ
ず
か
の
弟
子
を
従
え
て
、
ひ
っ
そ
り
と
入
山
さ
れ
た
心
境
、
孤
独
感
に
み
ち
た
も
の
で
あ
る
。
又
こ
の
御
諜
は
「
追

身
延
入
山
の
直
後
、
五
月
十
七
日
に
窟
木
殿
に
宛
て
記
さ
れ
た
御
消
息
文
に
よ
る
と
、
鎌
倉
を
発
っ
て
十
二
日
に
酒
輪
、
十
三
日
に
竹

下
、
十
四
日
に
車
返
、
十
五
日
に
大
宮
を
経
て
、
十
六
日
に
は
南
部
、
そ
し
て
十
七
日
に
身
延
へ
到
狩
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
、
け
か
ち
（
飢
渇
）
申
す
ば
か
り
な
し
。
米
一
合
も
う
ら
ず
。
が
し
（
餓
死
）
し
ぬ
べ
し
。
此
御
房
た
ち
も
み
な
か
へ
し
て
但
一
人

候
ぺ
し
。
こ
の
よ
し
を
御
房
た
ち
に
も
か
た
り
さ
せ
給
へ
。
」
。

二
入
山
の
当
初
（
文
永
十
一
年
）

（20）



と
記
し
て
い
る
。
同
行
の
弟
子
を
み
な
帰
し
て
、
た
だ
一
人
こ
の
山
に
残
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
世
の
聖
者
と
仰
が
れ
る
人
の
、
測
り

し
れ
な
い
心
境
の
一
面
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
、
の
文
か
ら
す
る
と
、
身
延
入
山
の
道
中
は
、
必
ず
し
も
安
易
な
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
苦
痂
の
旅
で
あ
っ
て
、
入
山
の
当
初
は
一
‐
但
一
人
」
だ
け
で
も
、
生
活
は
難
渋
を
極
め
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と

推
察
で
き
る
。
こ
の
＠
の
文
か
ら
塩
田
義
遜
教
授
は
、
宗
祖
が
身
延
へ
入
山
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
「
突
然
決
せ
ら
れ
た
も
の
」
と

②

し
、
地
頭
の
波
木
井
氏
に
対
す
る
事
前
の
入
山
予
告
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
論
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
祖
文
の
上
か
ら
す
る

と
、
当
初
は
、
大
自
然
の
静
閑
な
中
に
、
三
昧
を
但
一
人
得
よ
う
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
。
松
木
本
興
教
授
に
よ
る
と

こ
の
入
山
の
意
志
は
、
『
祈
騰
経
送
状
』
（
昭
定
六
八
九
）
や
、
『
高
橋
入
道
殿
御
返
事
』
（
昭
定
一
○
八
八
）
等
の
祖
謹
か
ら
、
す
で

に
佐
渡
在
島
中
に
、
い
ず
れ
か
の
山
中
へ
総
る
こ
と
が
、
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
い
る
。
更
に
「
餓
後
の
諫
暁
に
や
ぶ
れ
、
敗
北

感
を
背
負
っ
て
入
山
さ
れ
た
」
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
皮
相
な
考
え
で
あ
り
、
宗
祖
一
代
の
化
導
に
お
け
る
正
宗
分
か
ら
、
流
通

③

分
に
至
る
八
結
前
生
後
Ｖ
の
た
め
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

、
の
文
か
ら
推
す
と
き
、
塩
田
説
は
至
っ
て
妥
当
の
如
く
に
感
じ
ら
れ
る
し
、
又
⑦
①
の
両
文
か
ら
推
す
と
、
松
木
説
も
至
当
な
も
の

と
し
て
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
尚
、
入
山
二
カ
月
後
の
七
月
二
十
六
日
に
記
さ
れ
た
『
上
野
殿
御
返
事
』
に
よ
る
と
、
入
山
後
の

様
子
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

八
け
か
ち
Ｖ
に
つ
い
て
は
、
の
文
と
同
様
で
、
当
時
の
飢
渇
の
状
態
は
、
想
像
以
上
に
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
で
き

う
る
。
「
米
一
合
も
売
ら
ず
。
餓
死
し
ぬ
べ
し
。
」
と
云
う
近
辺
の
人
々
の
生
活
は
、
あ
た
か
も
『
立
正
安
国
論
』
当
時
の
「
牛
馬
姥
レ

「
④
今
年
の
け
か
ち
（
飢
渇
）
に
、
は
じ
め
た
る
山
中
に
、
木
の
も
と
に
、
こ
の
は
う
ち
し
き
た
る
や
う
な
る
す
み
か
、
を
も
ひ
や
ら

④

せ
給
へ
。
」

(2I)



宗
祖
は
五
月
十
七
日
に
波
木
井
氏
の
舘
に
到
着
さ
れ
、
西
谷
の
庵
室
に
入
ら
れ
る
ま
で
、
ち
ょ
う
ど
一
カ
月
間
、
近
隣
の
遊
化
に
過
ご

さ
れ
た
。
こ
の
時
に
小
室
の
菩
知
法
印
、
下
山
の
法
喜
阿
閤
梨
及
び
石
和
の
鵜
飼
漁
翁
等
が
、
そ
の
教
化
に
浴
し
て
い
る
。
わ
ず
か
一
ヵ

月
間
で
、
西
谷
を
開
き
庵
室
を
建
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
労
力
を
つ
い
や
し
た
と
し
て
も
、
現
今
と
異
り
至
っ

て
簡
素
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
飢
餓
の
時
で
あ
れ
ば
尚
更
堂
宇
の
建
立
に
は
難
渋
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

六
月
十
七
日
に
西
谷
へ
入
ら
れ
て
か
ら
は
、
弘
安
五
年
の
秋
に
至
る
ま
で
、
庵
室
に
龍
ら
れ
た
ま
ま
、
一
歩
も
山
を
下
ら
ず
、
他
出
さ

れ
る
よ
う
な
こ
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
建
治
二
年
に
旧
師
道
善
房
遷
化
の
報
に
接
し
た
時
も
、
遂
に
山
を
下
ら
ず
、
代
り
に
『
報
恩
妙
』

二
巻
を
著
し
、
佐
渡
阿
闇
梨
日
向
師
を
代
理
と
し
て
、
消
澄
山
に
向
わ
し
め
て
い
る
程
で
あ
る
。
た
だ
西
谷
か
ら
身
延
の
嶺
（
現
在
の
奥

之
院
思
親
閣
）
へ
は
、
し
ば
し
ば
登
ら
れ
遥
か
に
東
の
方
、
生
国
安
房
を
拝
し
、
両
親
並
に
旧
師
の
菩
提
を
弔
ら
わ
れ
、
又
立
正
安
国
の

祈
念
を
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
の
外
は
、
西
谷
の
庵
室
に
専
ら
徹
ら
れ
て
、
ひ
た
す
ら
静
寂
の
境
界
に
接
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
。

巷
骸
骨
充
レ
路
、
招
レ
死
之
輩
既
超
二
大
半
こ
と
云
う
状
況
に
、
相
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
初
め
て
入
山
さ
れ
た
当
初
の

粗
末
な
草
庵
で
の
生
活
は
、
衣
・
食
・
住
共
に
、
貧
困
を
極
め
た
状
態
で
あ
り
、
山
中
樹
下
の
日
々
は
、
か
ろ
う
じ
て
生
命
を
保
つ
に
足

り
う
る
程
度
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
入
山
の
後
、
最
初
に
宗
義
に
関
す
る
著
作
を
さ
れ
た
の
は
、
五
月
二
十
四
日
に
記
さ
れ
た
と
す
る
『
法
華
取
要
抄
』
で
あ

⑤

る
。
こ
の
祖
書
に
つ
い
て
は
、
既
に
本
誌
に
お
い
て
、
筆
者
が
い
さ
さ
か
考
究
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
省
略
す
る
が

佐
渡
期
か
ら
身
延
期
へ
移
ら
れ
る
過
渡
期
の
祖
書
と
し
て
、
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
云
え
よ
う
。
榔
想
は
恐
ら
く
在
島
中
に
立
て
ら
れ

入
山
の
後
、
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
問
云
、
如
来
滅
後
二
千
余
年
竜
樹
・
天
親
・
天
台
・
伝
教
所
し
残
秘
法
何
物
乎
、
答

（22）



⑥

日
、
本
門
本
尊
与
二
戒
壇
一
与
二
題
目
五
字
一
也
。
」
と
あ
っ
て
、
祖
書
で
八
三
大
秘
法
Ｖ
の
名
目
を
岐
初
に
、
完
全
な
三
秘
各
別
の
形
を
と

っ
て
顕
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
八
佐
渡
か
ら
身
延
へ
Ｖ
の
思
想
的
展
開
を
知
る
上
に
重
要
な
一
番
と
い
え
よ
う
。

五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
記
さ
れ
た
祖
書
に
、
『
聖
密
房
御
書
』
と
『
別
当
御
房
御
返
事
』
と
が
あ
る
。
聖
密
腸
と
云
う
の
は
清
澄
寺

の
住
僧
の
こ
と
で
あ
り
、
別
当
と
は
同
じ
く
清
澄
寺
の
別
当
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
聖
密
房
に
つ
い
て
の

詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
述
作
年
時
に
つ
い
て
も
、
「
境
明
庵
目
録
」
で
は
文
永
十
年
五
月
在
島
中
と
し
、
「
高
祖
年
譜
」
で
は
建
治
三
年

猟
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
鈴
木
一
成
教
授
の
文
永
十
一
年
説
に
よ
っ
た
。
八
真
言
破
Ｖ
が
主
眼
で
あ
り
、
身
延
期
に
お
け
る
折
伏

の
対
象
が
、
真
言
・
天
台
の
二
宗
に
及
ん
で
来
て
い
る
こ
と
を
示
す
一
書
と
云
え
よ
う
。

宗
祖
の
折
伏
は
、
佐
前
の
鎌
倉
期
は
『
立
正
安
国
論
』
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
如
く
、
そ
の
中
心
は
八
浄
土
念
仏
破
Ｖ
で
あ
っ
た
が
、

佐
渡
期
か
ら
身
延
期
に
入
る
と
、
教
義
の
複
雑
な
真
言
や
、
宗
祖
の
教
学
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
天
台
に
至
る
折
伏
が
、
そ
の
中
心
と
な

っ
て
お
り
、
折
伏
に
も
推
移
展
開
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
御
書
は
身
延
期
に
お
け
る
真
言
破
の
初
め
て
の
も
の

と
し
て
、
特
に
注
目
さ
れ
る
も
の
と
云
え
る
。
『
別
当
御
房
御
返
事
』
に
は
有
名
な
「
日
蓮
は
閻
浮
提
第
一
の
法
華
経
の
行
者
な
り
。
」

○
◎
０
◎

の
一
文
が
あ
る
。
既
に
『
開
目
妙
』
に
お
い
て
八
人
開
顕
Ｖ
さ
れ
た
と
は
云
え
、
や
は
り
身
延
へ
入
っ
て
、
閻
浮
第
一
の
法
華
経
の
行
者

。
○
０
◎

た
る
宣
示
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
点
に
、
大
き
な
意
義
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
尚
こ
の
一
文
の
前
に
「
日
本
国
の
山
寺
の
主
と

⑦

も
な
る
ぺ
し
。
」
と
云
う
興
味
深
い
一
文
が
あ
る
。

八
月
に
は
六
日
付
で
『
異
体
同
心
事
』
が
大
田
氏
宛
に
出
さ
れ
て
い
る
。
「
白
小
袖
一
つ
、
あ
つ
わ
た
の
小
袖
、
は
わ
き
（
伯
耆
）
房

の
び
ん
ぎ
に
鴬
目
一
貫
、
竝
び
に
う
け
給
は
る
。
は
わ
き
房
さ
ど
（
佐
渡
）
房
等
の
事
、
あ
つ
わ
ら
（
熱
原
）
の
者
ど
も
の
御
心
ざ
し
。

③

異
体
同
心
な
れ
ば
万
事
を
成
じ
、
同
体
異
心
な
れ
ば
諸
事
叶
ふ
事
な
し
」
と
あ
り
、
宗
祖
の
身
延
入
山
を
聞
き
、
更
に
前
掲
、
や
＠
の
文
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に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
苦
難
の
現
況
を
知
っ
た
信
徒
か
ら
、
次
第
に
送
り
物
が
届
け
ら
れ
て
行
っ
た
。
在
山
九
ヵ
年
間
に
お
け
る
送
り

⑨

物
の
種
類
は
、
衣
類
・
食
糧
・
驚
目
等
広
範
囲
に
わ
た
り
、
数
も
相
当
多
く
祖
書
の
中
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
愛
で
は
、
「
熱
原
の
者
ど
も
の
御
心
ざ
し
」
と
あ
る
が
、
後
年
「
熱
原
法
難
‐
一
の
際
に
活
躍
し
た
神
四
郎
兄
弟
を
中
心
と
す
る
人

々
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
う
る
。
こ
の
兄
弟
の
他
に
、
入
山
後
、
駿
州
・
甲
州
の
両
地
方
に
お
い
て
、
入
信
す
る
僧
俗

が
次
第
に
増
え
て
行
っ
た
。
最
初
は
＠
の
文
が
示
す
通
り
、
随
身
の
弟
子
も
み
な
帰
し
て
、
「
但
一
人
」
で
の
窮
乏
生
活
で
始
っ
た
の
で

あ
る
が
、
後
に
弘
安
年
間
に
入
る
と
、
常
時
僧
俗
が
宗
祖
の
膝
下
に
集
っ
て
、
常
随
給
仕
し
、
そ
の
教
化
に
浴
し
て
い
た
。
少
な
い
時
で

⑩

も
四
十
人
か
ら
六
十
人
、
多
い
時
に
は
百
人
を
越
す
人
々
の
居
住
が
あ
っ
た
程
で
あ
る
。

九
月
に
は
十
七
日
付
で
、
『
弥
源
太
入
道
殿
御
返
事
』
と
、
二
十
六
日
付
の
四
条
氏
宛
書
簡
と
が
あ
る
。
弥
源
太
入
道
に
対
し
て
は
、

⑪

「
御
音
信
も
候
は
ね
ば
何
に
と
思
ひ
て
候
つ
る
に
、
御
使
う
れ
し
く
候
・
御
所
労
の
御
平
癒
の
由
う
れ
し
く
候
、
う
れ
し
く
候
・
」
と
病

に
伏
せ
っ
て
い
た
入
道
の
身
の
上
を
案
じ
、
そ
の
平
癒
を
倶
に
悦
び
合
っ
て
い
る
心
情
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。
身
延
に
お
け
る
宗
祖
は

い
つ
も
弟
子
や
信
徒
に
対
し
て
、
思
い
や
り
の
心
を
配
り
、
不
幸
に
会
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
倶
に
涙
を
流
し
て
、
そ
の
悲
し
み
を
慰
め

わ
か
ち
合
い
、
又
悦
こ
ば
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
倶
に
悦
こ
び
合
っ
て
い
る
。
御
消
息
文
の
端
々
か
ら
、
そ
う
し
た
宗
祖
の
人
間
味
溢

⑫

る
る
慈
愛
の
情
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

四
条
氏
に
対
し
て
は
、
．
国
こ
ぞ
り
て
日
蓮
を
か
へ
り
て
せ
む
。
上
一
人
よ
り
下
万
民
に
い
た
る
ま
で
、
皆
五
逆
に
過
ぎ
た
る
誇
法

⑬

の
人
と
な
り
ぬ
。
」
と
述
べ
て
、
国
主
が
諫
暁
を
聞
き
入
れ
ず
、
か
え
っ
て
迫
害
を
加
え
、
田
中
が
誇
法
の
徒
と
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

を
嘆
き
、
更
に
四
条
氏
が
そ
の
主
君
に
対
し
て
、
法
華
の
信
仰
を
勧
め
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
、
「
殿
の
御
失
は
脱
れ
給
ひ
ぬ
。
」
と
与

同
罪
か
ら
の
が
れ
た
こ
と
を
悦
び
、
今
後
は
「
か
ま
へ
て
か
ま
へ
て
御
用
心
候
く
し
。
い
よ
い
よ
に
く
む
人
人
ね
ら
（
狙
）
ひ
候
ら
ん
。
」
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十
二
月
に
は
、
『
顕
立
正
意
抄
』
が
十
五
日
付
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
き
に
幕
府
へ
提
出
し
た
『
立
正
安
岡
諭
』
の
中
で
予
言

し
た
他
国
侵
逼
と
自
界
叛
逆
の
二
難
に
つ
い
て
、
更
に
軍
記
し
、
末
文
に
お
い
て
、
「
我
弟
子
等
之
中
に
も
信
心
薄
淡
者
は
臨
終
之
時

シ
ス

ヲ

ム
ヲ
⑯

可
レ
現
二
阿
鼻
獄
之
相
一
。
其
時
不
レ
可
レ
恨
し
我
等
云
云
」
と
述
べ
、
門
下
の
信
心
堅
固
た
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
頃
は
大
蒙

古
国
が
、
非
常
な
勢
力
を
持
ち
、
日
本
列
路
を
狙
っ
て
い
た
。
す
で
に
壱
岐
・
対
島
は
、
蒙
古
の
軍
船
に
よ
っ
て
お
び
や
か
さ
れ
て
い

し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
ん
に
ゃ
く
や
ま
の
い
も

十
一
月
に
入
る
と
、
富
士
の
上
野
の
南
条
殿
か
ら
、
消
酒
や
柑
子
を
始
め
と
し
て
、
鞭
若
・
薯
預
・
牛
房
等
の
野
菜
類
に
至
る
ま
で
、

祇
々
の
品
々
が
送
ら
れ
て
来
た
。
こ
の
御
礼
状
が
早
速
記
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に

「
②
抑
も
日
通
は
日
本
国
を
た
す
け
ん
と
ふ
か
く
お
も
へ
ど
も
、
日
本
国
の
上
下
万
人
一
同
に
、
脚
の
ほ
ろ
ぶ
べ
き
ゆ
へ
に
や
、
用
ひ

⑭

ら
れ
ざ
る
上
、
度
々
あ
だ
を
な
さ
る
れ
ぱ
、
力
を
よ
ば
ず
山
林
に
ま
じ
は
り
候
ぬ
。
」

と
入
山
の
心
境
を
、
消
極
的
な
が
ら
漏
ら
し
て
い
る
。
佐
渡
三
年
間
の
寒
苦
を
経
て
、
身
延
に
入
山
し
、
こ
こ
で
又
前
記
＠
や
②
の
文

に
あ
る
通
り
、
飢
渇
と
の
斗
い
を
し
て
お
ら
れ
る
宗
祖
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
「
力
を
よ
ば
ず
」
と
云
っ
た
消
極
的
一
面
を
、
飾
り
虹

⑮

な
く
吐
露
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
後
の
⑦
と
建
治
二
年
三
月
に
南
条
氏
宛
に
発
信
さ
れ
た
文
と
同
諏
の
も
の
と

と
注
意
を
与
え
、
罪

て
い
る
。
身
延
の
小

こ
と
が
で
き
よ
う
。

与
え
、
酒

（
断
片
）
と
が
伝
っ
て
い
る
。

同
じ
く
十
一
月
中
の
椛
諜
に
、
仲
谷
入
遊
に
宛
た
二
十
日
付
の
諜
簡
と
、
十
一
〃
頃
の
執
縦
と
思
わ
れ
て
い
る
『
合
戦
在
眼
前
御
襟
』

宴
に
つ
い
て
も
「
夜
は
一
切
止
め
、
昼
で
あ
っ
て
も
汕
断
す
る
べ
か
ら
ず
。
」
と
、
細
い
点
に
至
る
ま
で
配
慮
さ
れ

身
延
の
山
中
に
在
っ
て
も
、
術
に
門
下
の
動
静
に
対
し
、
細
心
の
注
意
が
く
ば
ら
れ
て
い
た
一
つ
の
現
れ
と
し
て
、
受
け
と
る
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た
。
い
つ
本
土
へ
攻
め
寄
せ
て
来
る
か
、
不
安
な
世
相
で
あ
り
、
人
心
は
落
付
き
を
失
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
当
り
、
門
下
に

対
し
て
一
層
の
確
固
た
る
信
心
を
持
っ
て
、
動
揺
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ
ノ
モ
ル
マ
テ

文
永
十
一
年
の
作
と
さ
れ
て
い
る
富
木
氏
宛
の
『
聖
人
知
三
世
事
』
に
よ
る
と
、
「
日
蓮
一
閻
浮
提
第
一
聖
人
也
。
上
自
二
一
人
一
下
至
二

二
シ
テ
ヲ
へ
ヲ
ス
ル
カ
二
二
ト
ト
七
ケ
チ
ニ
ス
ル
ワ
ヒ
ト
モ
ヲ
〈
ヒ
ヲ

子
万
民
一
軽
二
穀
之
一
加
二
刀
杖
一
処
二
流
罪
一
故
、
梵
与
レ
釈
日
月
四
天
仰
二
付
隣
国
一
逼
二
黄
之
一
也
。
（
乃
至
）
設
作
二
万
祈
一
不
レ
用
二
日
蓮
一
必

ノ
ク
ナ
ラ
ン
ノ
カ
テ
ヲ
ニ
カ
ス
ナ
ル
ニ
ノ
ノ
ル
ナ
ル
》
｜
⑰

此
国
今
如
二
壱
岐
対
烏
一
。
我
弟
子
仰
見
し
之
。
此
偏
日
蓮
非
二
尊
貴
一
。
法
華
経
御
力
依
二
殊
勝
一
也
。
」
と
あ
っ
て
、
法
華
経
の
行
者
に
対

し
迫
害
を
加
え
た
罪
に
よ
り
、
他
国
侵
逼
の
難
が
起
り
、
今
や
我
国
は
壱
岐
・
対
島
と
同
様
の
結
果
を
招
く
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
、
前
記

〈
ノ

④
の
文
と
は
対
象
的
に
、
積
極
的
な
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
「
日
蓮
一
閻
浮
提
第
一
聖
人
也
」
と
云
う
表
現
は
、
云
う
ま
で
も
な

く
八
仏
使
上
行
Ｖ
と
し
て
の
立
場
で
あ
り
、
八
仏
使
Ｖ
に
迫
害
を
加
え
た
結
果
と
し
て
、
二
雌
が
起
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

尚
、
こ
の
年
は
天
台
の
止
観
に
つ
い
て
倫
じ
ら
れ
た
『
立
正
観
抄
』
が
あ
る
。
「
法
華
止
観
何
災
決
」
と
あ
っ
て
、
天
台
宗
の
学
者
に

対
す
る
批
判
も
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
入
山
館
一
年
目
は
終
り
、
身
延
川
に
お
け
る
初
め
て
の
冬
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

身
延
入
山
後
初
の
新
年
を
迎
え
ら
れ
た
宗
祖
は
、
正
月
廿
四
日
に
太
田
金
否
入
道
に
対
し
、
年
街
状
を
送
ら
れ
て
い
る
。
「
新
春
之
御

⑬

慶
賀
自
他
幸
甚
々
々
」
と
い
う
書
き
出
し
で
、
次
に
真
言
・
天
台
の
二
宗
を
破
し
て
い
る
。
同
じ
く
廿
七
日
に
は
四
条
金
吾
殿
の
女
房
に

宛
た
御
返
事
が
あ
る
が
、
こ
の
祖
書
も
真
言
破
で
あ
り
、
法
華
と
真
言
の
行
者
を
比
較
し
て
い
る
。
又
正
月
下
旬
の
作
と
云
わ
れ
て
い
る

南
条
氏
宛
の
『
春
之
祝
御
書
』
三
紙
が
あ
る
。
こ
の
文
永
十
二
年
は
如
上
の
正
月
三
書
を
始
め
と
し
て
、
十
六
篇
の
祖
書
が
著
さ
れ
て
い

⑲

る
。
入
山
第
一
年
目
が
十
五
篇
で
あ
る
の
に
比
較
す
る
と
、
ほ
ぼ
同
数
の
著
作
が
四
カ
月
間
で
執
筆
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。

三
文
永
十
二
年
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⑳

こ
の
十
六
篇
の
う
ち
、
六
篇
が
二
月
に
集
中
し
て
い
る
。
即
ち
二
月
七
日
付
で
、
富
木
殿
に
「
帷
一
領
給
候
ひ
了
い
。
」
と
御
礼
状
が

記
さ
れ
て
お
り
、
仏
と
比
丘
と
の
法
衣
に
関
す
る
物
語
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
椎
一
な
れ
ど
も
十
方
の
諸
天
此
を
し
り
給
ふ
く
し
。
」

と
、
宗
祖
は
檀
越
・
門
弟
か
ら
送
ら
れ
た
物
に
対
し
て
は
、
た
と
え
そ
れ
が
わ
ず
か
な
品
で
あ
っ
て
も
、
心
を
こ
め
た
御
礼
状
が
与
え
ら

れ
て
い
た
。
こ
の
四
紙
か
ら
な
る
御
返
事
も
そ
の
一
つ
と
云
え
よ
う
。

又
同
日
、
富
木
尼
へ
宛
た
『
可
延
走
業
御
書
』
十
紙
が
あ
る
。
病
と
業
に
そ
れ
ぞ
れ
二
種
あ
り
と
し
て
、
法
華
経
を
行
じ
て
定
業
を
延

⑳

ぺ
た
事
例
を
挙
げ
、
「
命
と
申
す
物
は
一
身
第
一
の
珍
宝
也
。
一
日
な
り
と
も
こ
れ
を
の
ぶ
る
な
ら
ば
、
千
万
両
の
金
に
も
す
ぎ
た
り
。
」

と
述
べ
て
、
「
生
命
の
尊
重
」
を
説
き
、
現
世
に
生
き
る
こ
と
の
尊
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
宗
祖
は
『
立
正
安
国
論
』
以
来
、
現
実
の
国

土
を
肯
定
し
、
現
実
に
「
生
き
る
」
こ
と
の
意
義
を
自
覚
さ
れ
た
。
人
々
が
現
実
を
否
定
し
、
極
楽
浄
土
の
み
を
追
い
求
め
よ
う
と
し
て

い
た
の
に
対
し
て
、
現
実
の
中
に
生
き
る
力
を
人
々
に
与
え
よ
う
と
努
力
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
文
も
そ
う
し
た
宗
祖
の
現
実
に
即

し
て
仏
国
土
を
こ
の
世
間
の
中
に
建
設
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
っ
た
と
み
な
し
え
よ
う
。

「
命
は
三
千
大
千
世
界
の
財
に
も
す
ぎ
て
候
」
と
云
う
の
は
、
た
ん
に
八
酔
生
夢
死
Ｖ
の
寿
命
を
延
ば
す
と
云
う
の
で
は
な
く
、
法
華

紙
に
よ
っ
て
、
真
に
「
生
き
る
」
こ
と
の
意
義
を
把
握
し
え
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
法
華
経
を
行
じ
て
寿
を
の
ぶ
」
こ
と
に
他
な

さ
て
二
月
に
入
る
と
、
十
六
日
の
宗
祖
の
誕
生
日
に
故
郷
か
ら
新
尼
御
前
が
、
な
つ
か
し
い
海
苔
一
袋
を
送
り
届
け
て
き
た
。
そ
の

『
御
返
事
』
に
身
延
の
位
侭
・
地
形
・
自
然
・
環
境
等
を
、
詳
し
く
描
写
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
駿
河
の
国
か
ら
、
身
延
の
嶺
へ
の

⑳

道
程
は
「
百
余
里
に
及
ぶ
、
余
の
道
千
里
よ
り
も
わ
づ
ら
は
し
」
と
云
う
か
ら
、
道
中
の
難
渋
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
又
里
数
に
つ
い

て
は
、
異
論
も
あ
ろ
う
が
、
「
わ
づ
ら
は
し
さ
」
の
点
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ら
な
い
。
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鎌
倉
を
経
て
、
身
痙

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
②
古
郷
の
事
は
る
か
に
思
ひ
わ
す
れ
て
候
つ
る
に
、
今
此
の
あ
ま
の
り
を
見
候
て
、
よ
し
な
き
心
を
も
ひ
い
で
て
、
憂
く
つ
ら
し
」

と
、
赤
裸
々
に
望
郷
の
念
押
さ
え
難
き
を
述
べ
、
更
に
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
「
我
父
母
か
は
ら
せ
給
ひ
け
ん
」
と
、
両
親
の
追
憶
に
ふ

け
ら
れ
、
「
な
み
だ
を
さ
へ
が
た
し
」
と
云
う
心
情
を
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
身
延
山
に
お
け
る
八
聖
者
日
蓮
Ｖ
の
中
の
一
面
た
る
八
人
間

日
蓮
Ｖ
の
情
愛
に
ふ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
一
文
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
新
尼
御
前
と
い
う
特
別
の
相
手
で
あ
っ
た

た
め
に
、
と
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
此
は
さ
て
と
ど
め
候
ぬ
」
と
し
、
以
上
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
い
よ

い
よ
本
論
に
入
る
こ
と
と
し
「
但
大
尼
御
前
の
御
本
尊
の
御
事
お
ほ
せ
つ
か
は
さ
れ
て
お
も
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
候
。
」
と
述
べ
曼
陀
羅
の
授

与
に
つ
い
て
鶴
踏
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
領
家
は
い
つ
わ
り
を
ろ
か
に
て
或
時
は
信
じ
、
或
時
は
や
ぶ
る
不
定
な
り
し
が
、
日
蓮
御
勘

気
を
蒙
り
し
時
す
で
に
法
華
経
を
す
て
給
ひ
き
」
．
と
云
う
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
「
日
通
が
軍
恩
の
人
な
れ
ば
扶
け

た
て
ま
つ
ら
ん
た
め
に
、
此
の
御
本
尊
を
わ
た
し
奉
る
な
ら
ば
、
十
羅
刹
定
め
て
偏
頗
の
法
師
と
を
ぼ
し
め
さ
れ
な
ん
。
又
経
文
の
ご
と

く
不
信
の
人
に
わ
た
し
ま
い
ら
せ
ず
ば
、
日
蓮
偏
頗
は
な
け
れ
ど
も
、
尼
御
前
我
身
の
と
が
を
ば
し
ら
せ
給
は
ず
し
て
う
ら
み
さ
せ
給
は

ん
ず
ら
ん
。
」
と
い
う
両
面
か
ら
、
「
思
い
わ
づ
ら
い
て
」
お
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

宗
祖
は
在
山
中
に
、
数
多
く
の
御
禽
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
曼
陀
羅
本
尊
に
つ
い
て
も
、
ま
た
そ
の
多
く
を
諜
写
さ
れ
、

門
下
に
広
く
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
曼
陀
羅
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
入
山
初
期
の
染
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
の
文
か
ら
推
し
て
、
宗
祖
は
身
延
入
山
を
決
意
さ
れ
、
深
く
期
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
反
面
、
佐
渡
か
ら

鎌
倉
を
経
て
、
身
延
へ
入
ら
れ
る
に
至
り
、
一
層
望
郷
の
念
が
そ
の
内
面
に
お
い
て
、
強
く
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
か
れ
た
よ
う
に
考
え

こ
れ
は
、
在
山
中
に
し
ば
し
ば
奥
之
院
へ
登
り
、
故
郷
を
遥
か
に
拝
さ
れ
た
り
、
西
谷
か
ら
発
せ
ら
れ
た
門
下
宛
の
書
簡
等
に
よ
り
、

（28）
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文
永
十
二
年
は
四
〃
二
十
五
日
に
改
元
さ
れ
て
、
建
治
元
年
と
な
っ
た
。
入
山
し
て
早
く
も
一
年
近
く
の
月
日
が
流
れ
て
い
る
。
建
治

の
年
号
に
入
っ
て
般
初
の
祖
譜
は
『
法
蓮
妙
』
で
あ
っ
た
。
「
法
蓮
」
と
は
、
下
総
の
曾
谷
二
郎
兵
衛
尉
教
信
の
法
名
で
あ
り
、
父
の
十

三
回
忌
追
善
の
為
の
供
養
を
、
示
柵
に
行
っ
た
の
に
対
し
、
末
法
の
法
華
経
の
行
者
を
供
養
す
る
者
は
、
仏
を
供
養
す
る
こ
と
に
勝
る
と

も
劣
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
歎
じ
て
い
る
。

次
に
二
月
以
降
四
月
ま
で
に
は
、
般
越
腸
あ
て
の
御
返
事
『
立
正
観
抄
送
状
』
を
始
め
と
し
て
、
四
条
氏
宛
の
『
瑞
相
御
書
』
や
、
曾

谷
入
道
宛
の
書
簡
、
池
上
足
弟
に
宛
た
御
書
等
が
遺
さ
れ
て
い
る
。

一
層
こ
の
感
を
深
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
年
身
延
を
去
り
、
池
上
へ
向
わ
れ
る
時
も
、
「
日
蓮
ひ
と
つ
志
あ
り
。
一
七
日
に
し
て
返

⑳

へ
る
様
に
、
安
房
の
国
に
や
り
て
旧
里
を
見
せ
ば
や
と
思
ひ
て
、
」
身
延
を
下
山
し
、
武
蔵
の
国
へ
向
か
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
在
山
の
心
中
に
は
秘
か
に
②
の
文
が
物
語
る
八
望
郷
Ｖ
の
念
が
、
常
に
底
流
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

尚
、
②
の
文
に
先
き
立
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
身
延
の
風
光
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
後
年
、
弘
安
五
年
八
月
二
十
一
日
の
執
錐
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
『
身
延
山
御
書
』
の
前
段
に
示
さ
れ
た
「
身
延
山
之
栖
」
と
比
較
し
て
み
た
と
き
、
共
に
身
延
の
環
境
を
、
優
れ
た
筆
致
で
描

き
出
し
て
お
り
、
角
度
を
変
え
、
八
古
典
文
学
Ｖ
と
し
て
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
短
編
な
が
ら
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
文
学
作
品
を
代
表
す

る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
の
方
は
、
主
と
し
て
身
延
の
位
侭
や
里
程
な
ど
、
地
理

的
な
紹
介
に
重
き
が
あ
る
の
に
対
し
、
『
身
延
山
御
諜
』
の
方
は
、
専
ら
身
延
山
の
自
然
美
を
、
甜
文
の
如
く
に
詩
い
あ
げ
て
い
る
よ
う

で
も
あ
る
。

四
建
治
元
年
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宗
祖
は
在
山
中
、
時
に
ふ
れ
折
り
に
ふ
れ
て
、
常
に
筆
を
執
ら
れ
、
特
に
門
下
か
ら
の
送
り
物
や
、
便
り
が
あ
っ
た
場
合
は
、
必
ず
そ

の
『
御
返
事
』
が
記
さ
れ
て
お
り
、
更
に
門
下
に
お
い
て
「
人
生
問
題
」
の
悩
み
ご
と
や
、
「
教
義
の
解
説
」
及
び
「
信
仰
相
談
」
等
に

教
示
を
与
え
ら
れ
た
『
御
書
』
の
類
、
或
い
は
身
辺
の
様
子
を
示
さ
れ
た
『
御
消
息
』
の
類
等
、
い
つ
も
筆
を
と
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
か

＠

ら
考
え
る
と
、
在
山
中
は
八
執
筆
生
活
Ｖ
が
主
た
る
内
容
を
し
め
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
執
筆
生
活
を
送
る
に
当
っ

て
は
、
や
は
り
心
し
づ
か
に
山
林
に
ま
じ
は
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
身
延
は
入
山
の
第
一
報
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
「
大
い

し
は
こ
の
山
中
心
中
に
叶
て
候
」
と
云
う
⑦
の
文
が
示
し
て
い
る
如
く
の
山
で
あ
っ
た
こ
と
に
相
違
な
く
、
爾
来
の
執
筆
生
活
が
順
調
に

進
展
し
て
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
衣
食
住
の
生
活
環
境
は
、
、
の
文
が
示
す
よ
う
に
、
入
山
の
当
初
は
、
非

常
な
苦
境
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
又
事
実
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
事
は
身
延
の
み
が
特
に
こ
う
し
た
苦
境
で
あ
っ
た
と
云
う
の
で
は
な
く
、

当
時
は
全
国
的
に
災
害
や
飢
瞳
・
疫
痩
の
は
げ
し
い
時
期
で
、
特
に
飢
蝕
は
慢
性
化
し
て
い
た
も
の
の
如
く
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い

⑳

て
は
、
同
じ
鎌
倉
時
代
に
著
さ
れ
た
八
古
典
文
学
Ｖ
の
作
品
中
に
も
、
し
ば
し
ば
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
首
肯
で
き
よ
う
。

建
治
元
年
の
身
延
は
、
よ
う
や
く
草
庵
の
生
活
も
安
定
し
て
来
て
、
各
地
の
門
下
か
ら
も
送
り
物
が
増
え
、
次
第
に
活
況
を
見
せ
始
め

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
祖
書
も
『
昭
和
定
本
』
に
よ
る
と
、
建
治
元
年
の
四
月
か
ら
十
二
月
に
至
る
ま
で
の
御
書
が
、
三
十
篇
に
及
ん
で

い
る
。
そ
の
中
に
は
、
『
撰
時
抄
』
や
『
種
種
御
振
舞
御
書
』
な
ど
の
主
要
祖
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
月
平
均
に
す
る
と
三
篇
余
の
著
述

と
云
う
こ
と
に
な
る
が
、
た
ん
な
る
「
御
消
息
」
と
異
り
、
主
要
諦
の
述
作
と
も
な
れ
ば
、
か
な
り
の
日
時
を
要
し
た
も
の
と
思
え
る
の

で
、
ほ
と
ん
ど
連
日
に
わ
た
っ
て
の
執
筆
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

入
山
し
て
ち
ょ
う
ど
一
年
を
迎
え
た
五
月
に
は
上
野
殿
か
ら
「
芋
の
頭
」
が
一
駄
送
ら
れ
て
来
た
。
又
同
じ
く
五
月
八
日
に
は
、
一
谷

入
道
女
房
へ
一
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
日
蓮
は
日
本
国
の
人
々
の
父
母
ぞ
か
し
、
主
君
ぞ
か
し
、
明
師
ぞ
か
し
。
」
と
主
師
親
の
三
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徳
を
示
し
、
更
に
夛

る
点
か
ら
す
る
と
、
参

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

翌
六
月
に
は
『
撰
時
抄
』
二
巻
の
大
作
が
完
成
し
て
い
る
。
「
釈
子
日
迩
述
」
と
粁
名
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
仏
使
と
し
て
八
末
法

の
導
師
Ｖ
た
る
自
覚
の
上
に
立
た
れ
「
只
偏
に
釈
迦
如
来
の
御
神
、
我
身
に
入
り
か
わ
せ
給
ひ
け
る
に
や
、
我
が
身
な
が
ら
も
悦
び
身
に

⑳

あ
ま
る
。
」
と
云
う
立
場
を
表
明
し
た
も
の
と
し
て
、
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

六
月
に
は
、
十
六
日
に
は
る
ば
る
佐
渡
の
国
の
国
府
尼
御
前
よ
り
、
「
単
位
一
領
」
と
、
「
阿
仏
御
房
の
尼
ご
ぜ
ん
よ
り
ぜ
に
三
百

文
」
等
が
届
け
ら
れ
た
。
ま
た
二
十
二
日
に
は
西
山
殿
よ
り
、
「
さ
さ
げ
、
青
大
豆
」
が
送
ら
れ
て
来
て
い
る
。
近
く
は
宮
士
の
周
辺
か

ら
、
遠
く
は
佐
渡
の
剛
等
か
ら
、
宗
祖
の
元
へ
は
御
供
養
の
品
々
が
、
引
き
続
い
て
届
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
七
月
二
日
に
南
条
氏
か
ら
、

「
白
麦
一
俵
・
小
白
麦
一
俵
・
河
の
り
五
で
ふ
」
が
、
同
じ
く
二
十
七
日
に
は
浄
蓮
房
よ
り
「
細
美
帷
一
つ
」
が
送
ら
れ
て
来
て
い
る
。

に
徹
し
て
、

恩
抄
』
に
一

っ
て
い
る
。

五
月
二
十
五
日
に
は
、
「
さ
じ
き
女
腸
」
か
ら
、
八
か
た
び
ら
Ｖ
が
送
ら
れ
て
来
て
い
る
。
「
ひ
と
つ
の
か
た
び
ら
な
れ
ど
も
法
華
経

⑳

の
一
切
の
文
字
の
仏
に
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
」
と
そ
の
功
徳
の
無
辺
な
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
同
じ
く
こ
の
月
に
妙
一
尼
御
前
か
ら
も

⑳

衣
が
一
つ
届
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
も
鄭
亜
な
お
礼
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
仏
は
平
等
の
慈
悲
な
り
」
と
あ
る
。

宗
祖
は
八
慈
悲
Ｖ
に
関
し
他
の
祖
齊
で
も
示
し
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
人
々
を
救
済
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
云
う
積
極
的
な
大
慈
大
悲

⑳

に
徹
し
て
、
八
仏
使
Ｖ
の
道
を
進
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
法
華
経
響
嚥
品
の
「
常
修
慈
心
、
不
惜
身
命
」
の
文
を
色
読
さ
れ
、
後
年
の
『
報

恩
抄
』
に
お
い
て
、
「
日
蓮
が
慈
悲
峨
大
な
ら
ば
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
万
年
の
外
未
来
ま
で
も
な
が
る
べ
し
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
に
至

⑳

「
又
日
蓮
が
弟
子
と
な
の
る
と
も
、
日
蓮
が
判
を
持
た
ざ
ら
ん
者
を
ば
御
用
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
」
と
い
ま
し
め
て
い

あ
る
い
は
当
時
身
延
の
地
か
ら
離
れ
た
処
で
は
、
「
日
蓮
の
門
下
」
と
称
す
る
偽
者
が
、
廻
っ
て
い
た
よ
う
に
も
考
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と
こ
ろ
で
、
七
月
十
二
日
付
の
『
高
橘
入
適
殿
御
返
事
』
に
よ
る
と
、

「
⑳
末
法
に
入
り
な
ば
迦
葉
・
阿
雌
等
、
文
殊
・
弥
勒
菩
薩
等
、
薬
玉
・
観
音
等
の
ゆ
づ
ら
れ
し
と
こ
ろ
の
小
乗
経
・
大
乗
経
竝
に
法

華
経
は
文
字
は
あ
り
と
も
衆
生
の
病
の
薬
と
は
な
る
べ
か
ら
ず
。
所
謂
病
は
重
し
薬
は
あ
さ
し
。
其
時
上
行
菩
薩
出
現
し
て
妙
法

⑳

蓮
華
経
の
五
字
を
一
間
浮
提
の
一
切
衆
生
に
さ
づ
く
べ
し
。
其
時
一
切
衆
生
此
の
菩
薩
を
か
た
き
と
せ
ん
。

。
。
Ｏ
◎

の
仏
の
記
文
す
こ
し
も
た
が
わ
ず
。
日
蓮
が
法
華
経
の
行
者
な
る
事
も
疑
は
ず
。
但
し
去
年
か
ま
く
ら
よ
り
此
と
こ
ろ
へ
に
げ
入
候

⑫

ひ
し
時
、
道
に
て
候
へ
ば
各
々
に
も
申
す
べ
く
候
ひ
し
か
ど
も
申
す
事
も
な
し
。
」

と
あ
っ
て
、
④
で
は
八
上
行
出
現
Ｖ
を
述
べ
、
⑦
で
は
宗
祖
自
身
の
八
行
者
Ｖ
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
暗
に
上
行
た
る
こ
と
を
ほ

○
。
。
◎

の
め
か
さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
が
、
「
但
し
去
年
鎌
介
よ
り
此
と
こ
ろ
へ
に
げ
入
り
候
ひ
し
時
」
と
あ
る
点
に
つ
い
て
、
宗
祖
の
心
中
に

一
分
の
「
に
げ
入
り
」
と
云
う
感
慨
が
あ
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
が
、
当
時
の
世
間
の
人
々
か
ら
見
れ
ば
、
三
諌
が
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
、

山
中
に
隠
棲
し
「
に
げ
入
っ
た
」
も
の
と
の
解
釈
を
す
る
向
き
が
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
の
で
、
一
応
仮
り
に
そ
う
し
た
通
念
に
も
と

ず
き
、
⑦
の
よ
う
な
表
現
を
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
日
蓮
が
法
華
経
の
行
者
な
る
事
も
疑
は
ず
。
」
と
云
う
強
い
態
度
が
示
さ

れ
て
い
る
あ
と
だ
け
に
、
た
ん
な
る
敗
北
感
だ
け
で
「
に
げ
入
っ
・
た
」
も
の
と
云
う
見
方
は
、
む
し
ろ
皮
相
の
見
解
と
し
て
処
理
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
で
に
文
永
九
年
の
『
開
目
妙
』
に
お
い
て
、
八
法
華
経
の
行
者
Ｖ
即
ち
「
仏
使
上
行
」
と
し
て
の
八
人
開

顕
Ｖ
を
さ
れ
た
後
だ
け
に
、
「
行
者
た
る
こ
と
も
疑
は
ず
」
と
云
う
確
信
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
り
、
む
し
ろ
上
行
と
し
て
の
使

命
感
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
、
④
及
び
全
体
の
文
か
ら
は
感
じ
と
れ
よ
う
。

七
月
は
こ
の
他
に
も
四
条
金
吾
氏
か
ら
一
‐
柑
子
五
十
・
驚
目
五
貰
文
」
が
、
高
橋
氏
か
ら
は
「
瓜
一
徳
、
さ
さ
げ
ひ
げ
、
こ
え
だ
ま
め

ね
い
も
、
か
う
の
う
り
」
等
の
野
菜
類
が
届
き
、
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
は
、
「
泡
消
柿
、
茄
子
、
す
ず
、
単
衣
」
等
の
食
物
・
衣
類
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が
妙
心
尼
や
富
木
氏
等
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
八
月
四
日
付
の
『
乙
御
前
御
消
息
』
に
よ
る
と
、
「
山
中
に
て
共
に
う
え
（
餓
）
死
に

⑬

し
候
は
ん
・
」
と
あ
り
、
入
山
当
時
か
ら
の
飢
渇
が
、
未
だ
に
続
い
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

十
一
月
に
入
っ
て
、
富
木
氏
宛
に
記
さ
れ
た
『
観
心
本
尊
得
意
妙
』
に
よ
る
と
、
「
身
延
山
如
二
知
食
一
冬
は
風
は
げ
し
く
、
ふ
り
積
む

、

雪
は
不
し
消
・
極
寒
の
処
に
て
候
間
、
昼
夜
の
行
法
も
膚
う
す
に
て
は
雌
し
堪
辛
苦
に
て
候
」
と
云
う
厳
寒
の
身
延
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

雪
な
ど
も
当
時
は
現
在
と
比
べ
て
、
は
る
か
に
多
い
降
雪
獄
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
後
に
弘
安
三
年
正
月
二
十
七
日
に
秋
元
太
郎
兵

衛
殿
宛
に
記
さ
れ
た
御
齊
に
よ
る
と
、
「
去
年
十
一
月
よ
り
雪
降
り
積
て
、
改
年
の
正
月
今
に
絶
ゆ
る
事
な
し
。
庵
室
は
七
尺
、
雪
は
一

⑳

丈
。
四
壁
は
沐
を
壁
と
し
、
粁
の
つ
ら
ら
は
道
場
荘
厳
の
理
略
の
玉
に
似
た
り
。
内
に
は
雪
を
米
と
積
む
。
」
と
あ
る
の
を
見
て
も
、
い

か
に
身
延
の
雪
が
こ
の
当
時
量
の
多
い
も
の
で
あ
．
っ
た
か
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

建
治
元
年
、
即
ち
入
山
二
度
目
の
冬
は
、
こ
う
し
て
降
る
雪
深
き
中
に
暮
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
入
山
当
初
の
二
年
間
は
、
以
上
の

祖
文
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
生
活
球
境
は
極
め
て
苦
難
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
序
々
に
門
下
檀
越
の
外
護
を
得
て
、
多

少
の
潤
が
出
て
い
っ
た
こ
と
が
、
『
御
返
事
』
と
称
す
る
礼
状
の
上
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

即
ち
、
こ
の
身
延
山
の
生
活
を
、
「
木
の
も
と
に
、
木
の
葉
う
ち
し
き
た
る
や
う
な
る
す
み
か
」
と
し
て
、
「
大
地
を
食
と
し
、
草
木

⑳

を
著
ざ
ら
ん
よ
り
外
は
、
食
も
な
く
衣
も
絶
へ
い
」
と
云
う
、
窮
乏
の
山
中
と
し
て
、
そ
の
実
情
を
記
る
さ
れ
な
が
ら
も
、
又
そ
の
反
而

に
は
、
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
の
よ
う
に
、
自
然
美
に
富
ん
だ
静
寂
な
山
と
し
て
、
そ
の
景
観
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
や

が
て
弘
安
年
間
に
入
っ
て
来
る
と
、
こ
の
山
は
八
張
山
浄
土
Ｖ
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
名
山
で
あ
る
と
し
て
、
「
中
天
竺
之
鷲
峰
山
を
此
処

＠

に
移
せ
る
歎
・
将
又
漢
土
の
天
台
山
の
来
れ
る
歎
と
党
ゆ
。
」
と
こ
の
山
の
勝
れ
た
こ
と
を
叙
し
、
身
延
を
「
霊
鷲
山
」
と
し
て
、
最
も

勝
れ
た
山
で
あ
る
と
表
明
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
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本
論
で
は
、
こ
う
し
た
宗
祖
の
心
情
に
つ
い
て
、
推
移
の
あ
と
を
、
祖
文
の
上
か
ら
、
特
に
入
山
の
当
初
よ
り
二
ヵ
年
間
に
し
ぼ
っ
て

そ
の
一
端
を
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
入
山
三
年
目
以
降
の
動
静
に
つ
い
て
は
、
後
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。

【
註
】①

昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文

②
『
日
蓮
聖
人
の
生
涯
』
（
塩
田
義
遜
著
）

『
日
蓮
聖
人
の
生
涯
』
（

④
上
野
殿
御
返
事
（
昭
和
定
本
）
八
一
九
頁

⑤
『
棲
神
』
第
三
○
号
参
照
。
「
法
華
取
要
抄
の
研
究
」
四
二
頁

⑥
法
華
取
要
抄
八
一
五
頁

⑦
別
当
御
房
御
返
事
八
二
八
頁

⑥
異
体
同
心
事
八
二
九
頁

⑨
『
日
蓮
聖
人
の
生
涯
』
（
塩
田
義
遜
著
）
二
○
四
頁

⑩
兵
衛
志
殿
御
返
事
一
六
○
六
頁

曾
谷
殿
御
返
事
一
六
六
四
頁

⑪
『
弥
源
太
入
道
殿
御
返
事
』
八
三
二
頁

⑫
『
棲
神
』
第
四
十
一
号
、
「
身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
人
間
的
一
面
」
（
拙
稿
）
二
一
二
頁
参
照
。

⑬
主
君
耳
入
此
法
門
免
与
同
罪
事
八
三
四
頁

⑭
上
野
殿
御
返
事
八
三
七
頁

⑮
南
条
殿
御
返
事
「
い
か
に
も
今
は
叶
ふ
ま
じ
き
世
に
て
候
へ
ば
、
か
か
る
山
中
に
も
入
り
ぬ
る
な
り
。
」

⑯
顕
立
正
意
抄
八
四
二
頁

⑰
聖
人
知
三
世
事
八
四
三
頁
。
こ
の
御
書
は
一
説
に
よ
る
と
建
治
元
年
の
作
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

⑱
大
田
殿
許
御
書
八
五
二
頁

③②

『
棲
神
』
第
三
六
号
参
照

八
○
九
頁

一
七
○
頁

一
一
七
六
頁
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心
」
六
二
頁
を
参
照
。

⑳
撰
時
抄

⑳
高
橋
入
道
殿
御
返
事

⑫
同

⑬
乙
御
前
御
消
息

、
観
心
本
尊
得
意
紗

⑬
秋
元
御
齊

⑳
法
蓮
妙

⑰
秋
元
御
番

⑳
富
木
殿
御
返
事
八
六
○
頁

⑳
可
延
定
業
御
書
八
六
二
頁

⑫
新
尼
御
前
御
返
事
八
六
四
頁

⑳
波
木
井
殿
御
書
一
九
三
一
頁

②
「
日
蓮
聖
人
の
生
涯
」
（
塩
田
義
遜
著
）
一
八
○
頁

⑳
鎌
倉
時
代
の
「
東
鑑
」
や
「
方
丈
記
」
等
に
出
づ
。
．
一
年
が
間
、
飢
渇
し
て
あ
さ
ま
し
き
こ
と
侍
り
き
」
（
方
丈
記
）

⑳
一
谷
入
道
御
番
九
九
六
頁

⑳
さ
じ
き
女
房
御
返
事
九
九
八
頁

⑳
妙
一
尼
御
前
御
消
息
九
九
九
頁

⑳
『
日
蓮
聖
人
研
究
』
（
平
楽
寺
刊
）
の
拙
稿
「
日
蓮
聖
人
の
慈
悲
」
一
九
九
頁
及
び
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
十
一
巻
第
一
号
の
「
常
修
慈

⑲
文
永
十
二
年
は
四
月
腓
五
日
に
改
元
さ
れ
て
い
る
の
で
、
文
永
十
二
年
は
四
カ
月
間
の
短
期
間
と
な
る
が
、
こ
の
間
に
十
六
諭
の
祖
祷
が
記
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

七九七一一○○○
三五四一○八八五
九三○九二七四四
頁頁頁頁頁頁頁頁
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