
身
延
の
谷
に
入
山
後
、
六
度
目
の
秋
が
訪
れ
て
来
た
。
九
月
十
五
日
に
は
四
条
金
吾
か
ら
銭
一
貫
文
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
『
御
返

事
』
が
記
さ
れ
た
が
、
真
蹟
は
八
紙
で
曽
て
身
延
山
に
在
っ
た
。
し
か
し
年
時
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
『
日
諦
目
録
』
や
『
年
譜
孜

（
１
）

異
』
で
は
、
弘
安
元
年
説
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
金
吾
が
主
君
江
馬
氏
か
ら
勘
気
を
受
け
て
い
た
の
が
許
さ
れ
、
又
所
領
を
給
わ
た
と

知
ら
せ
て
来
た
こ
と
か
ら
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
末
文
に
「
又
大
進
阿
閣
梨
の
死
去
の
事
」
が
書
か
れ
て
い
る
点
か
ら
推
す
と
、
弘

安
元
年
に
は
ま
だ
大
進
阿
閣
梨
が
生
存
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
説
は
当
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
浅
井
要
麟
教
授
も
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
弘

倉
）

安
二
年
説
を
採
っ
て
い
る
。

こ
の
『
御
返
事
』
は
、
『
録
内
御
書
』
に
「
怨
嫉
大
陣
既
破
志

に
対
し
て
、
「
頼
基
が
ま
い
ら
せ
候
と
て
、
法
華
経
の
御
宝
前
涯

出
）
等
と
同
様
に
、
八
法
華
経
の
御
宝
前
Ｖ
と
記
さ
れ
て
い
る
。

身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人

１
１
弘
安
二
年
の
秋
か
ら
弘
安
三
年
の
冬
へ
Ｉ

一
、
弘
安
二
年
の
秋

（
３
）

に
「
怨
嫉
大
陣
既
破
事
」
の
書
名
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
文
に
は
始
め
に
金
吾
か
ら
の
奉
納

（
４
）

、
法
華
経
の
御
宝
前
に
申
し
上
て
候
・
」
と
あ
り
、
『
新
池
殿
御
消
息
』
や
『
十
字
御
書
』
（
前

Ｖ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
金
吾
の
蟄
居
閉
門
が
解
け
、
所
領
も
か
え
っ
た
と
云
う
朗
報
に
対

上

田
本
昌
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し
、
「
此
れ
偏
に
貴
辺
の
法
華
経
の
御
信
心
の
ふ
か
き
故
也
。
」
と
し
て
、
篤
信
の
た
ま
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
又
こ
の
文
に
続
い

て
、
「
根
ふ
か
け
れ
ば
枝
さ
か
へ
、
源
遠
け
れ
ば
流
長
し
と
申
し
て
、
一
切
の
経
は
根
あ
さ
く
流
ち
か
く
、
法
華
経
は
根
ふ
か
く
源
と
を

し
、
末
代
悪
世
ま
で
も
つ
き
ず
、
さ
か
う
べ
し
と
、
天
台
大
師
あ
そ
ば
し
給
へ
り
。
」
と
法
華
経
と
諸
経
と
を
比
較
し
て
い
る
。
専
ら
法

華
経
を
中
心
に
筆
を
進
め
て
い
る
が
、
次
に
釈
迦
仏
に
つ
い
て
は
、
「
浄
飯
王
の
嫡
子
」
で
あ
っ
て
、
「
十
九
の
御
年
、
浄
飯
宮
を
出
て

さ
せ
給
ひ
て
檀
特
山
に
入
り
て
十
二
年
。
」
と
十
九
出
家
・
三
十
一
成
道
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
更
に
「
仏
滅
度
後
二
千
二
百
三
十

余
年
」
説
に
立
っ
て
、
「
今
こ
そ
仏
の
記
し
を
き
給
ひ
し
後
五
百
歳
、
末
法
の
初
、
況
滅
度
後
の
時
に
当
り
て
候
へ
ば
、
仏
語
む
な
し
か

す
）

ら
ず
ぱ
、
一
閻
浮
提
の
内
に
定
め
て
聖
人
出
現
し
て
候
ら
ん
。
」
と
次
第
に
論
を
法
華
経
を
末
法
の
世
に
弘
め
る
聖
人
に
つ
い
て
進
め
、

「
八
巻
一
巻
一
品
一
偶
の
人
乃
至
題
目
を
唱
ふ
る
人
、
如
来
の
使
ひ
な
り
。
始
中
終
す
て
ず
し
て
大
難
を
と
を
す
人
、
如
来
の
使
な
り
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
法
（
法
華
経
）
仏
（
釈
迦
仏
）
を
論
じ
つ
つ
、
如
来
使
に
及
び
、
題
目
を
唱
え
大
難
に
値
っ
た
人
は
如
来
の
使

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
「
日
蓮
が
心
は
全
く
如
来
の
使
に
あ
ら
ず
、
凡
夫
な
る
故
也
。
」
と
一
応
こ
と
わ
り
な
が
ら
も
、
「
但

し
三
類
の
大
怨
敵
に
あ
だ
ま
れ
て
、
二
度
の
流
難
に
値
へ
ぱ
、
如
来
の
使
に
似
た
り
。
」
と
述
べ
、
更
に
「
心
は
三
毒
ふ
か
く
、
一
身
凡

夫
に
て
候
へ
ど
も
」
と
こ
と
わ
り
つ
つ
「
口
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
申
せ
ば
如
来
の
使
に
似
た
り
。
過
去
を
尋
ぬ
れ
ば
不
軽
菩
薩
に
似
た

り
。
現
在
を
と
ぶ
ら
う
に
加
刀
杖
瓦
石
に
た
が
う
事
な
し
。
」
と
あ
っ
て
、
如
来
使
・
不
軽
菩
薩
に
似
た
存
在
で
あ
り
、
現
実
に
「
大
難

を
と
を
す
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
塀
で
あ
る
と
し
、
自
身
の
如
来
使
た
る
こ
と
を
、
暗
に
論
究
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即

ち
、
身
に
刀
杖
瓦
石
を
体
験
し
、
口
に
題
目
を
唱
え
、
身
・
口
の
二
業
は
如
来
使
に
似
て
い
る
が
、
心
は
凡
夫
で
あ
る
と
し
て
謙
譲
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
如
来
使
」
と
は
法
師
品
に
出
て
い
る
語
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
明
確
に
如
来
使
に
つ
い
て
語
ら
れ
、
「
似
た

り
」
と
は
い
え
宗
祖
自
身
が
、
わ
が
身
に
引
き
く
ら
べ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
は
、
大
い
に
注
目
に
あ
た
い
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い

（47）



陽
え
レ
ム
員
″
。

更
に
末
文
に
は
前
述
の
大
進
阿
閣
梨
の
死
去
の
事
の
他
に
、
「
三
位
房
が
事
、
さ
う
四
郎
が
事
」
に
つ
い
て
は
、
「
符
契
」
し
た
旨
が

（
６
）

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
三
位
房
に
つ
い
て
は
前
に
も
少
し
く
ふ
れ
た
が
、
『
聖
人
御
難
事
』
（
後
出
）
に
も
そ
の
名
が
出
て
来
る
。
し
か
し

「
さ
う
四
郎
」
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
は
三
位
房
ら
と
共
に
話
題
の
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
遺
文
録
』
に
は
「
さ
と
う
四
郎
」
と
あ
り
、
浅
井
要
麟
教
授
は
『
同
生
同
名
御
書
』
と
『
単
衣
紗
』
に
出
て
来
る
「
藤
四
郎
殿
」
と

（
旬
Ｉ
）

「
同
人
か
異
人
か
未
だ
明
か
で
な
い
。
」
と
し
て
い
る
が
、
「
さ
う
四
郎
」
と
「
藤
四
郎
」
と
を
、
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し

最
後
に
「
日
蓮
が
死
生
を
ぱ
ま
か
せ
ま
い
ら
せ
て
候
・
全
く
他
の
く
す
し
（
医
師
）
を
ぱ
用
ひ
ま
じ
く
候
な
り
。
」
と
云
う
一
文
で
終

っ
て
い
る
。
金
吾
が
「
く
す
し
」
と
し
て
の
立
場
に
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
頃
の
宗
祖
は
専
ら
金
吾
の
医
薬

の
象
を
頼
り
と
し
て
、
他
人
の
薬
品
を
用
い
ず
、
死
生
を
も
任
せ
る
と
云
う
信
用
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。
金
吾
が
い
か
に
宗
祖
に
よ
っ
て

信
用
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
一
文
と
い
え
る
。
即
ち
、
金
吾
は
信
仰
上
の
問
題
は
勿
論
、
主
従
関
係
か
ら
人
生
相
談
に
至

る
百
般
に
わ
た
っ
て
、
す
べ
て
宗
祖
の
教
示
を
え
な
が
ら
生
き
て
来
た
の
に
対
し
、
宗
祖
は
又
医
薬
の
面
か
ら
、
こ
う
し
た
金
吾
の
「
く

す
し
」
と
し
て
の
立
場
を
信
用
し
、
死
生
さ
へ
も
任
せ
る
と
云
う
互
い
の
信
頼
感
の
上
に
、
固
く
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。
深
く
尊
い
師
匠
と
檀
越
と
の
不
可
分
な
関
係
を
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
る
一
文
と
い
え
る
。

宗
祖
は
こ
う
し
て
金
吾
の
医
薬
を
服
用
し
つ
つ
、
身
延
の
秋
を
す
ご
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
九
月
十
六
日
に
は
『
寂
日
房
御
書
』
を
記
さ

れ
て
い
る
が
、
寂
日
房
は
上
総
の
佐
久
間
氏
の
血
縁
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
生
没
年
時
は
詳
か
で
は
な
い
が
一
説
に
よ
る
と
正
和
四

倉
）

年
七
月
十
日
に
五
十
八
才
で
没
し
た
と
い
う
。
文
永
の
頃
に
宗
祖
の
弟
子
と
な
り
日
家
と
称
し
、
小
湊
に
誕
生
寺
を
、
興
津
に
妙
覚
寺
を

い
よ
う
で
あ
る
。
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金
川
）
を
と
ゞ
つ
れ

建
立
し
た
人
で
あ
る
。
こ
の
御
書
は
「
是
ま
で
御
を
と
づ
れ
、
か
た
じ
け
な
く
候
」
と
い
う
言
葉
で
始
り
、
末
文
は
「
度
々
の
御
音
信
申

し
つ
く
し
が
た
く
候
ぞ
。
」
と
い
う
語
で
終
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
、
西
谷
へ
は
し
ば
し
ば
音
信
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
中

に
は
勧
持
品
二
十
行
の
偶
文
は
「
日
蓮
一
人
よ
め
り
」
と
云
い
、
「
法
華
経
・
釈
迦
如
来
の
御
使
」
「
日
蓮
等
此
の
上
行
菩
薩
の
御
使
と

し
て
、
日
本
国
の
一
切
衆
生
に
法
華
経
を
う
け
た
も
て
と
勧
め
し
は
是
也
。
此
山
に
し
て
も
を
こ
た
ら
ず
候
也
。
」
等
の
文
が
見
ら
れ
る

が
、
前
書
と
同
様
に
八
使
者
Ｖ
と
し
て
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
身
延
へ
入
山
さ
れ
て
か
ら
も
、
「
一
切
衆
生
に
法
華
経
を
う
け

た
も
て
と
」
勧
奨
さ
れ
続
け
て
来
て
お
り
、
い
さ
さ
か
も
こ
の
点
で
の
降
退
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
「
此
山
に
し
て
も
を
こ
た
ら
ず
侯
」

と
い
う
言
葉
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
医
薬
を
服
し
な
が
ら
も
一
歩
も
退
か
ぬ
勇
猛
心
を
燃
や
し
続
け
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

九
月
二
十
日
に
は
伯
耆
殿
に
宛
た
御
書
が
あ
る
。
断
片
で
終
り
の
部
分
し
か
な
い
が
、
日
興
の
写
本
が
重
須
の
本
門
寺
に
蔵
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
こ
の
頃
は
、
日
興
や
日
持
等
を
中
心
と
し
て
駿
河
方
面
に
、
盛
ん
な
布
教
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
き
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
迫
害
の
火
の
手
も
よ
う
や
く
勢
い
を
増
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
西
谷
か
ら
諸
人
に
宛
て
、
宗
祖
は

門
下
檀
信
徒
・
僧
俗
の
一
致
団
結
を
呼
び
か
け
ら
れ
た
。
即
ち
、
十
月
一
日
付
を
も
っ
て
「
各
を
師
子
王
の
心
を
取
り
出
し
て
、
い
か
に

（
、
）

人
を
ど
す
と
も
を
づ
る
事
な
か
れ
。
」
と
激
励
し
て
い
る
。
こ
の
御
書
は
後
人
に
よ
っ
て
『
聖
人
御
難
事
』
と
い
う
題
名
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
が
、
真
蹟
は
十
二
紙
完
で
中
山
法
華
経
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
『
与
門
人
等
書
』
と
も
称
さ
れ
て
い
る
如
く
で
宛
名
は
、
「
人
々

御
中
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
す
ぐ
脇
に
「
さ
ぶ
ら
う
さ
へ
も
ん
殿
の
も
と
に
、
と
と
め
ら
る
く
し
。
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。

（
蛇
）

『
啓
蒙
』
で
は
こ
れ
を
四
条
金
吾
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
本
文
の
内
容
は
、
建
長
五
年
四
月
に
こ
の
法
門
を
申
し
始
め
て
か
ら
現

二
、
熱
原
法
難
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在
ま
で
二
十
七
年
に
至
る
こ
と
を
述
べ
、
更
に
「
日
蓮
末
法
に
出
で
ず
ば
仏
は
大
妄
語
の
人
（
乃
至
）
一
閻
浮
提
の
内
に
仏
の
御
言
を
助

（
蝿
）

け
た
る
人
但
日
蓮
一
人
な
り
」
と
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
『
開
目
抄
』
で
述
べ
ら
れ
た
文
と
同
様
の
一
段
が
あ
る
。
八
法
華
経
の
行
者
Ｖ
で
あ
り

八
如
来
の
使
者
Ｖ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
せ
ら
れ
、
諸
天
の
守
護
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

ｎ
）

こ
れ
に
対
し
て
、
九
月
に
起
き
た
駿
河
富
士
郡
の
八
熱
原
法
難
Ｖ
に
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
大
田
の
親
昌
・
長
崎
次
郎
兵
衛

尉
時
綱
・
大
進
房
」
等
に
つ
い
て
は
、
「
現
罰
」
が
く
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
特
に
「
大
進
房
が
落
馬
等
は
法
華
経
の
罰

の
あ
ら
わ
る
る
か
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
ゑ
て
、
大
進
房
は
熱
原
法
難
の
時
に
、
叛
逆
し
て
滝
泉
寺
の
院
主
代
平
左
近
入
道
行
智
の

側
に
つ
き
、
日
蓮
門
下
に
迫
害
を
加
え
る
結
果
と
な
っ
た
が
、
そ
の
折
り
に
落
馬
し
、
そ
れ
が
因
と
な
っ
て
死
亡
し
た
こ
と
を
指
し
て
い

（
妬
）

る
と
い
え
る
。
ま
た
熱
原
の
信
徒
ら
に
対
し
て
法
難
に
対
処
す
る
心
構
え
を
指
示
し
、
も
っ
て
門
下
の
教
訓
と
す
べ
き
こ
と
を
教
示
さ
れ

て
い
る
。
更
に
「
な
ど
へ
の
尼
・
せ
う
（
少
輔
）
房
・
の
と
房
・
三
位
房
な
ん
ど
の
や
う
に
候
を
く
び
よ
う
（
臆
病
）
・
物
を
ぽ
へ
ず
・

命
）

よ
く
ふ
か
く
・
う
た
が
い
多
き
者
ど
も
は
、
ぬ
れ
る
（
塗
）
う
る
し
（
漆
）
に
水
を
か
け
、
そ
ら
（
空
）
を
切
り
た
る
や
う
に
候
ぞ
。
」

と
あ
る
。
名
越
の
尼
は
生
没
年
が
不
詳
で
あ
り
、
名
越
遠
江
守
朝
時
の
後
妻
だ
と
す
る
説
と
、
安
房
の
領
家
の
尼
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る

（
Ⅳ
）

説
も
あ
っ
て
、
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
少
輔
房
や
能
登
房
・
三
位
房
等
と
共
に
退
転
し
て
い
っ
た
人
達
の
中
の
一
人
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

熱
原
法
難
に
関
連
し
て
、
退
転
し
て
行
っ
た
前
例
者
を
挙
げ
、
臆
病
・
弱
信
・
疑
心
・
無
知
・
慾
心
等
を
誠
め
て
い
る
。
し
か
し
、
「
人

の
さ
わ
げ
ば
と
て
ひ
や
う
じ
（
兵
士
）
な
ん
ど
此
一
門
に
せ
ら
れ
ば
、
此
へ
か
き
つ
け
て
た
び
候
へ
。
」
と
結
ん
で
い
る
如
く
、
こ
ち
ら

か
ら
武
装
し
て
攻
撃
準
備
を
す
る
よ
う
な
こ
と
は
禁
じ
て
お
り
、
万
一
そ
の
よ
う
な
事
を
す
る
者
が
あ
っ
た
ら
知
ら
せ
て
ほ
し
い
旨
を
伝

え
て
い
る
。
即
ち
門
下
は
一
致
団
結
し
て
、
我
不
愛
身
命
、
但
惜
無
上
道
の
経
文
に
よ
り
、
勇
猛
精
進
の
信
力
を
も
っ
て
、
八
忍
難
弘

教
Ｖ
に
当
る
べ
き
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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ま
た
十
二
日
に
は
『
伯
耆
殿
御
返
事
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
興
の
写
本
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
大
進
房
や
弥
藤
次
入
道
ら
の
狼

籍
に
よ
っ
て
殺
害
刃
傷
事
件
が
起
っ
た
の
は
、
行
智
が
源
で
あ
り
勧
め
て
や
ら
せ
た
事
で
あ
る
と
し
、
問
注
の
時
は
あ
く
ま
で
こ
の
事
実

シ
ク
ニ

ス

ー
ー

を
述
べ
、
行
智
の
証
人
や
起
請
文
を
信
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
「
若
背
二
其
義
一
者
は
非
二
日
蓮
之
門
家
一
」
と
、
日
興
を
始
め

日
秀
・
日
弁
等
に
も
指
示
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

宗
祖
は
更
に
こ
れ
ら
越
後
房
日
弁
・
下
野
房
日
秀
等
の
現
地
に
あ
っ
て
活
躍
し
て
い
る
門
弟
に
代
っ
て
、
『
滝
泉
寺
申
状
』
を
記
し
て

キ

ヲ

い
る
。
真
蹟
は
中
山
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
申
状
に
よ
れ
ば
行
智
ら
の
狼
籍
は
苅
田
だ
け
で
は
な
く
、
「
葺
二
榑
一
万
二
千
寸
一
、

ヲ
人

ヲ

一
一

座
セ
ワ
ル

ム
ラ

ノ

内
八
千
寸
令
し
私
二
用
之
一
」
と
あ
り
、
又
「
四
月
御
神
事
之
最
中
、
法
華
経
信
心
之
行
人
令
レ
刃
二
傷
四
郎
男
一
、
去
八
月
令
レ
切
二
弥
四
郎
男

ヲ
（
昭
）
ナ
ゾ
リ
ヲ
シ
テ
ト
メ
七
二
シ
ヲ
リ

之
頚
一
」
更
に
「
以
二
無
知
無
才
之
盗
人
兵
部
房
静
印
一
取
二
過
料
一
称
二
器
量
仁
一
令
レ
補
二
当
寺
之
供
僧
一
」
或
い
は
「
催
二
寺
内
之
百
姓
等
一
取
レ

ヲ
リ
ヲ
シ

ヲ
ナ
ノ
ニ
ヒ
ワ
ハ
レ
ヲ

ニ
シ
ノ
ソ
シ
テ
ニ
ル
７

軸
狩
レ
狸
殺
二
狼
落
之
鹿
一
於
二
別
当
坊
一
食
し
之
、
或
入
二
毒
物
於
仏
前
之
池
一
殺
二
若
干
魚
類
一
出
二
村
里
一
売
し
之
」
等
の
非
行
を
重
ね
て
い
た

キ

こ
と
が
わ
か
る
。
申
状
で
は
こ
う
し
た
点
を
指
摘
し
て
、
行
智
ら
が
「
無
二
跡
形
一
虚
誕
」
を
構
え
て
、
己
の
非
を
か
く
し
法
華
の
信
徒
ら

を
一
方
的
に
識
訴
し
た
こ
と
を
挙
げ
、
「
言
語
道
断
之
次
第
也
」
と
陳
状
し
て
い
る
。

こ
の
事
件
は
九
月
に
熱
原
で
起
っ
た
の
で
あ
る
が
、
西
谷
の
宗
祖
の
も
と
へ
伝
へ
ら
れ
、
対
策
の
た
め
の
指
示
が
発
せ
ら
れ
て
い
っ
た

の
は
、
十
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
結
局
、
神
四
郎
ら
三
名
が
斬
首
さ
れ
、
十
七
名
が
禁
獄
と
い
う
苛
酷
な
処
置
を
と
ら
さ
せ
ら
れ
て

終
っ
た
。
日
蓮
教
団
が
始
っ
て
以
来
初
め
て
の
大
き
な
事
件
で
あ
り
、
宗
祖
に
と
っ
て
股
も
心
を
猟
め
ら
れ
た
事
柄
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
ま
た
十
七
日
に
は
日
興
等
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
十
五
日
付
の
手
紙
に
対
す
る
返
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
熱
原
の
人
々
が
御
勘
気
を
蒙
っ

た
際
に
、
皆
題
目
を
唱
え
て
一
向
に
ひ
る
む
気
配
を
見
せ
な
か
っ
た
旨
を
伝
え
て
来
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
悪
鬼
が
法
華
経
の
行
者

た
る
熱
原
の
人
々
を
試
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
、
大
論
の
「
毒
を
変
じ
て
薬
と
な
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
文
を
引
い
て
教
示
し
て
い
る
。
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へ
鰯
）

茶
羅
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
後
人
に
よ
り
『
変
毒
為
薬
御
書
』
と
称
さ
れ
て
い
る
。
更
に
追
信
に
は
「
又
大
進
房
が
落
馬
あ
ら
わ
る
べ
し
、
あ
ら
わ
れ
ば
、
人

（
岨
）

々
こ
と
に
お
づ
く
し
。
天
の
御
計
ら
ひ
也
。
」
と
述
べ
、
「
各
に
は
お
づ
る
事
な
か
れ
。
」
と
激
励
さ
れ
て
い
る
。

二
十
三
日
に
は
鎌
倉
の
四
条
金
吾
か
ら
、
強
敵
に
襲
わ
れ
た
が
、
無
事
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
た
旨
の
手
紙
が
届
き
、
こ
れ
に
対
す

る
返
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
法
華
経
の
信
心
つ
よ
き
故
に
、
難
な
く
存
命
せ
さ
せ
給
ひ
、
目
出
た
し
目
出
た
し
」
と
あ
り
、
こ
の
度
の

大
事
は
諸
天
の
守
護
が
あ
っ
た
の
で
、
命
を
失
わ
ず
に
す
ん
だ
も
の
と
し
、
「
ふ
か
く
信
心
を
と
り
給
へ
。
あ
へ
て
臆
病
に
て
は
叶
ふ
く

（
釦
）

か
ら
ず
候
」
と
結
ん
で
い
る
。
真
蹟
は
伝
っ
て
い
な
い
が
、
本
満
寺
本
の
写
本
が
あ
り
、
「
兵
法
剣
形
の
大
事
も
此
妙
法
よ
り
出
て
た
り
」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
『
剣
形
抄
』
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。

ま
た
宗
祖
は
こ
の
十
月
に
、
『
三
世
諸
仏
総
勘
文
教
相
廃
立
』
を
著
作
さ
れ
て
い
る
。
三
世
諸
仏
総
勘
文
紗
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
直

（
趣
）

接
の
対
告
衆
は
富
木
氏
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
が
、
さ
だ
か
で
は
な
い
。
『
啓
蒙
』
で
は
「
三
世
諸
仏
〈
人
二
約
シ
教
相
廃
立
ハ
法
二
約

箆
）

シ
総
勘
文
の
言
人
法
ヲ
含
ス
ベ
シ
」
と
釈
し
て
い
る
。
仏
一
代
の
聖
教
に
つ
い
て
、
化
他
と
自
行
及
び
権
教
と
実
教
と
に
分
け
て
、
「
仏

ノ
ハ
ノ
（
麹
）
ノ
ト
ト
シ
テ
シ
ヲ
ク
リ
シ
蚤
溺
）

法
界
実
八
箇
年
説
法
華
経
是
也
」
と
し
、
「
三
世
諸
仏
一
心
和
合
修
二
行
妙
法
蓮
華
経
一
無
し
障
可
一
開
悟
こ
と
説
い
て
い
る
。
真
蹟
は
伝
っ

て
い
な
い
が
、
平
賀
本
の
写
本
が
あ
る
。
但
し
此
の
書
が
十
月
の
述
作
と
し
た
な
ら
ば
、
日
蓮
教
団
に
と
っ
て
、
股
も
大
き
な
熱
原
法
難

の
あ
っ
た
直
後
だ
け
に
、
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
な
い
点
が
い
さ
さ
か
疑
問
で
も
あ
る
。

九
月
か
ら
十
月
へ
か
け
て
の
西
谷
は
、
専
ら
熱
原
法
難
の
対
策
に
関
し
て
、
門
弟
の
出
入
り
も
あ
わ
た
だ
し
く
、
宗
祖
も
苦
慮
さ
れ
た

あ
と
が
、
祖
書
の
上
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
中
で
も
九
月
に
は
日
仰
優
婆
塞
に
、
十
日
に
は
沙
弥
日
徳
に
そ
れ
ぞ
れ
曼
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月
が
替
っ
て
十
一
月
に
入
る
と
、
二
日
に
富
士
郡
の
久
保
に
住
む
持
妙
尼
か
ら
、
先
き
に
亡
っ
た
夫
の
追
善
供
養
の
た
め
に
僧
膳
料
が

（
溺
）

送
ら
れ
て
来
た
。
こ
の
尼
に
つ
い
て
は
既
に
前
に
も
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
が
、
地
名
を
と
っ
て
窪
尼
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
返
書
に

は
中
国
の
故
事
を
引
い
て
夫
婦
相
思
の
情
を
述
べ
、
夫
婦
の
別
れ
は
た
と
え
よ
う
の
な
い
悲
し
ゑ
で
あ
る
こ
と
を
記
し
慰
め
て
い
る
。
末

○
ち
り
し
は
な
を
ち
し
こ
の
み
も
さ
き
む
す
ぶ
な
ど
か
は
人
の
返
ら
ざ
る
ら
む

（
幻
）

○
こ
ぞ
も
う
く
こ
と
し
も
つ
ら
き
月
日
か
な
お
も
ひ
は
い
つ
も
は
れ
ぬ
も
の
ゆ
へ

（
配
）

と
云
う
二
首
が
添
え
ら
れ
、
「
法
華
経
の
題
目
を
と
な
へ
ま
い
ら
せ
て
ま
い
ら
せ
。
」
と
結
ん
で
い
る
。
夫
を
失
っ
た
人
に
対
す
る
心
づ

か
い
が
、
切
奄
と
伝
っ
て
く
る
。
あ
な
た
は
過
去
遠
々
劫
よ
り
女
の
身
で
あ
っ
た
が
、
今
世
に
於
て
亡
く
な
っ
た
主
人
に
よ
り
法
華
の
信

仰
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
仏
に
成
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
主
人
は
あ
な
た
に
と
っ
て
娑
婆
に
お
け
る
最
後
の
善
知
識
で
あ

っ
た
。
と
さ
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
亡
き
夫
の
追
善
と
同
時
に
、
自
分
自
身
も
叉
仏
果
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
題
目
で
あ
る
と
し
、

夫
婦
共
に
救
わ
れ
る
た
め
の
唱
題
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
婦
人
教
化
の
典
型
的
な
一
文
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
日
興
の
写
本
が

文
に
は

同
月
六
日
に
は
同
じ
く
富
士
の
上
野
殿
に
対
す
る
ご
返
事
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。
先
づ
唐
土
に
お
け
る
竜
門
の
話
か
ら
始
っ
て
、

我
国
の
平
家
を
例
に
上
げ
、
身
を
興
し
て
世
に
出
る
こ
と
の
む
づ
か
し
さ
を
述
べ
、
更
に
仏
に
成
る
こ
と
は
こ
れ
に
劣
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る

（
鱒
）

と
し
、
「
願
く
は
我
弟
子
等
、
大
願
を
を
こ
せ
。
」
と
呼
び
か
け
、
「
法
華
経
の
ゆ
へ
に
命
を
す
て
よ
。
」
と
叫
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

三
、
弘
安
二
年
の
冬

（”）



追
信
に
「
此
は
熱
原
の
事
の
あ
り
が
た
さ
に
申
す
御
返
事
な
り
。
」
と
あ
る
如
く
、
先
般
の
熱
原
法
難
に
対
し
、
地
元
の
信
者
の
一
人
と

し
て
、
忍
難
弘
経
の
精
進
に
燃
え
、
活
躍
し
た
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
に
、
筆
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、
宗
祖
は

更
に
門
下
に
向
っ
て
一
層
堅
固
な
信
力
を
持
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
事
に
対
処
す
る
よ
う
「
法
華
経
の
ゆ
へ
に
命
を
す
て
よ
」
と
強
調
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
い
つ
か
は
一
度
死
を
迎
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
去
年
去
々
年
の
流
行
病
に
倒
れ
る
か
、
又
は
蒙
古
に
攻
め
亡

ぼ
さ
れ
て
死
ぬ
る
か
、
と
に
か
く
死
は
一
定
な
り
と
し
た
ら
、
ど
う
せ
死
ぬ
な
ら
法
華
経
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
に
よ
り
身
を
活
か
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
教
示
で
あ
り
、
大
法
難
の
あ
っ
た
直
後
の
御
書
と
し
て
は
、
当
然
考
え
ら
れ
る
呼
び
か
け
の
声
で
あ
り
、
強
い
信
に
生
き

べ
き
こ
と
へ
の
指
示
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
尚
、
真
蹟
は
富
士
大
石
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受

け
て
い
る
。
宛
名
は
「
上
野
賢
人
殿
」
と
な
っ
て
い
る
。
又
真
蹟
に
は
所
々
に
ふ
り
仮
名
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
五
紙
完
で
あ
り
、
別
に
「
龍

門
御
書
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
上
封
に
は
二
行
に
わ
た
っ
て
「
進
上
上
野
殿
あ
つ
わ
ら
の
も
の
Ｌ
事
日
蓮
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ノ

十
一
月
も
下
旬
を
迎
え
る
と
二
十
五
日
に
、
富
木
氏
か
ら
銭
三
貫
文
と
米
二
斗
が
届
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
「
不
断
法
華
経
、
来
年
三
月

ノ
（
鋤
）

料
分
」
と
し
て
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
真
蹟
一
紙
完
で
平
賀
本
土
寺
に
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
端
書
に
「
尼
御
前
御
寿
命
長
遠
之
由
天
に

申
し
候
ぞ
。
其
故
御
物
語
り
候
へ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
ご
祈
願
を
申
し
出
た
富
木
氏
へ
の
御
返
事
で
あ
り
、
同
日
そ
の
女
房
尼

御
前
へ
宛
た
御
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
女
房
尼
は
病
弱
で
あ
っ
た
の
で
、
以
前
か
ら
富
木
氏
は
こ
れ
を
気
遣
っ
て
、
寿
命
長
遠
の
ご

（
鋤
）

祈
願
を
申
し
出
て
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
尼
御
前
宛
の
御
書
に
は
「
越
後
房
・
し
も
つ
け
房
と
申
す
僧
を
い
よ
ど
の
に
つ
け
て
候

ぞ
。
」
と
あ
り
、
端
書
に
は
「
い
よ
房
は
学
生
に
な
り
て
候
ぞ
。
つ
ね
に
法
門
き
か
せ
給
候
へ
」
と
あ
る
。
こ
の
「
い
よ
房
」
は
伊
予
阿

閣
梨
日
頂
の
こ
と
で
あ
っ
て
駿
河
の
重
須
で
生
ま
れ
た
が
宮
木
常
忍
の
養
子
と
な
り
、
幼
に
し
て
宗
祖
の
門
に
入
り
行
学
二
道
に
励
ん
で

宗
祖
か
ら
「
学
生
」
に
な
っ
た
と
云
わ
れ
る
程
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
頂
に
此
の
度
は
越
後
房
日
弁
と
下
野
房
日
秀
を
付
け
さ
せ
た
と
云
う
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翌
三
十
日
に
は
佐
渡
の
中
興
入
道
か
ら
鴬
目
一
貫
文
が
送
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
消
息
文
に
も
「
妙
法
蓮
華
経
の
御
宝
前
に
申
し
上
げ
候

了
ん
ぬ
。
」
と
あ
り
先
き
の
「
法
華
経
の
御
宝
前
」
と
同
じ
で
あ
る
。
当
時
の
御
草
庵
に
は
立
像
の
釈
迦
仏
と
、
そ
の
前
に
法
華
経
が
置

か
れ
て
い
た
こ
と
に
は
、
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。
宗
祖
は
こ
う
し
た
勧
請
型
態
の
も
と
で
、
日
夜
読
調
三
昧
に
浸
っ
て
お
ら
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
興
入
道
は
元
は
念
仏
宗
で
あ
っ
た
が
、
宗
祖
が
一
谷
に
移
っ
て
か
ら
入
門
し
た
人
で
あ
り
、
本
間
重
連
の
家

臣
で
近
藤
小
次
郎
信
重
と
い
う
。
幼
女
を
亡
く
し
て
そ
の
十
三
年
忌
を
迎
え
、
丈
六
の
卒
塔
婆
を
建
て
題
目
を
書
い
て
供
養
し
た
と
云
う

書
面
を
受
取
っ
た
宗
祖
は
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
現
世
に
あ
っ
て
は
寿
命
も
長
く
、
後
生
は
父
母
と
と
も
に
霊
山
浄
土
に
ま
い
り
給
う
こ

（
鋤
）

と
が
で
き
る
と
し
、
「
此
よ
り
後
々
の
御
そ
と
ぱ
に
も
法
華
経
の
題
目
を
顕
は
し
給
へ
」
と
結
ん
で
い
る
。
元
念
仏
信
者
た
る
中
興
入
道

に
対
す
る
書
面
で
あ
る
だ
け
に
、
阿
弥
陀
仏
に
対
し
て
法
華
経
・
題
目
を
示
し
、
法
仏
相
対
の
段
階
で
専
ら
「
法
」
に
重
き
を
置
い
た
教

の
で
あ
る
。
日
弁
・
日
秀
は
云
う
ま
で
も
な
く
熱
原
法
難
の
折
り
に
、
迫
害
に
も
屈
せ
ず
、
勇
猛
精
進
し
た
弟
子
で
あ
り
、
こ
う
し
た
精

鋭
を
付
け
た
こ
と
に
よ
り
日
頂
自
身
も
益
々
力
を
つ
け
て
行
き
、
又
両
名
に
与
え
る
所
も
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
富
木
殿
宛
の
御

。

返
事
は
真
蹟
が
平
賀
の
本
土
寺
に
在
り
、
宛
名
は
「
富
城
殿
」
と
な
っ
て
い
る
。
又
女
房
尼
宛
の
御
書
は
小
湊
誕
生
寺
に
真
蹟
が
あ
り
、

◎

宛
名
は
同
じ
く
「
富
城
殿
女
房
尼
」
と
な
っ
て
い
る
。

四
日
後
の
二
十
九
日
に
は
、
今
度
は
兵
衛
志
殿
女
房
か
ら
絹
片
裏
が
届
け
ら
れ
た
。
ぽ
つ
ぽ
つ
西
谷
も
朝
夕
寒
さ
が
感
じ
ら
れ
る
頃
と

な
り
、
池
上
宗
長
の
女
房
が
そ
れ
を
気
過
っ
て
送
っ
て
よ
こ
し
た
の
で
あ
る
。
弘
安
元
年
の
同
じ
日
に
も
宗
長
の
名
で
白
の
厚
綿
の
小
袖

（
記
）

や
銭
等
を
送
っ
て
来
て
い
る
。
「
此
御
心
は
法
華
経
の
御
宝
前
に
申
し
上
げ
て
候
」
と
御
供
養
の
お
も
む
き
を
法
華
経
の
御
宝
前
に
申
し

上
げ
た
と
し
て
い
る
。
法
華
経
が
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
如
く
愛
で
も
明
白
で
あ
る
。
真
蹟
は
一
紙
完
で
京
都
の
田
中
氏
が
所

蔵
し
て
い
る
。
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化
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
が

ま
た
文
中
に
竜
口
法
難
に
つ
い
て
ふ
れ
、
世
間
に
は
一
分
の
科
も
な
い
身
で
あ
る
が
、
故
最
明
寺
入
道
時
頼
や
極
楽
寺
入
道
の
こ
と
を

「
地
獄
に
堕
ち
た
り
」
と
申
し
た
為
に
、
謀
叛
の
者
に
も
過
ぎ
た
扱
い
を
し
、
頚
を
切
ろ
う
と
し
た
が
、
法
華
経
の
行
者
で
あ
っ
て
承
れ

さ
う

ば
「
左
右
な
く
う
し
な
ひ
な
ぱ
、
い
か
ん
が
と
や
を
も
は
れ
け
ん
。
」
と
思
っ
て
、
遠
国
の
佐
渡
島
に
捨
て
置
け
ば
、
ど
う
に
か
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
流
罪
に
な
っ
た
旨
を
記
し
て
い
る
。
い
か
に
大
科
の
者
と
は
い
え
、
世
間
に
対
し
て
は
一
分
の
科
の
な
い
沙

門
を
、
簡
単
に
斬
罪
に
処
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
幕
府
と
し
て
も
た
め
ら
い
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
事
で
あ
ろ
う
。
「
日
蓮
は
賎

け
れ
ど
も
、
所
持
の
法
華
経
を
釈
迦
多
宝
十
方
の
諸
仏
・
梵
天
・
帝
釈
（
乃
至
）
守
り
重
じ
給
ふ
」
と
あ
る
如
く
、
法
の
勝
れ
て
い
る
こ

と
が
、
愛
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
此
の
書
は
真
蹟
は
な
い
が
平
賀
本
の
写
本
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

月
が
改
ま
り
師
走
を
迎
え
、
寒
気
も
増
し
て
来
た
三
日
に
、
久
し
く
無
音
で
あ
っ
た
池
上
右
衛
門
大
夫
宗
仲
か
ら
、
手
紙
に
添
え
て
青

き
裏
の
小
袖
・
帽
子
・
帯
・
鴬
目
一
貫
文
そ
れ
に
栗
一
寵
等
の
衣
・
食
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
礼
状
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る

と
「
当
今
は
末
法
の
始
の
五
百
年
に
当
り
て
候
。
か
か
る
時
刻
に
上
行
菩
薩
御
出
現
あ
っ
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
日
本
国
の
一

切
衆
生
に
さ
づ
け
給
ふ
く
き
よ
し
経
文
分
明
也
。
又
流
罪
死
罪
に
行
は
る
べ
き
よ
し
明
か
な
り
。
日
蓮
は
上
行
菩
薩
の
御
使
に
も
似
た

弱
）

り
。
此
法
門
を
弘
む
る
故
に
。
」
と
自
身
の
忍
難
弘
経
の
体
験
か
ら
、
上
行
菩
薩
の
御
使
に
似
た
り
と
し
、
更
に
「
貴
辺
も
上
行
菩
薩
の

化
儀
を
た
た
す
く
る
人
な
る
べ
し
。
」
と
宗
仲
を
も
上
行
を
助
け
る
人
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
上
行
の
御
使
に
似
た
り
と
云
う
控
え
目
で

謙
虚
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
仏
使
」
と
し
て
の
自
覚
を
心
に
持
た
れ
た
上
で
の
「
再
誕
の
人
」
と
し
て
の
立
場
を
秘
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
、
神
力
品
の
引
文
等
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
此
の
書
の
写
本
は
本
満
寺
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

む
し
も
ち

弘
安
二
年
も
押
し
つ
ま
っ
た
師
走
の
二
十
七
日
に
は
、
富
士
の
窪
尼
か
ら
正
月
用
の
十
字
五
十
枚
・
串
柿
一
連
・
飴
桶
等
が
送
ら
れ
て
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来
た
。
山
中
で
の
正
月
を
浄
ら
か
に
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
宗
祖
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
心
の
繩
っ
た
品
含
を
受
け
た
こ
と
は
、
筆
に
書

い
て
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
程
の
感
じ
方
を
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
功
徳
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
日
興
の
写

本
が
大
石
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
又
同
じ
日
に
上
野
殿
か
ら
、
白
米
一
駄
が
届
け
ら
れ
、
そ
の
礼
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。
真
蹟
は
大
石

翁
）

寺
に
あ
る
が
、
そ
の
一
節
に
「
五
尺
の
雪
降
り
て
本
よ
り
も
か
よ
わ
ぬ
山
道
ふ
さ
が
り
、
と
い
く
る
人
も
な
し
。
」
と
云
う
状
況
が
記
さ

れ
て
い
る
。
「
食
た
へ
て
命
す
で
に
を
は
り
な
ん
と
す
。
」
と
云
う
か
ら
、
豪
雪
に
見
舞
わ
れ
た
西
谷
は
孤
立
し
て
道
も
と
だ
え
、
食
糧

も
全
く
と
ぼ
し
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
か
か
る
き
ざ
み
に
い
の
ち
さ
ま
た
げ
の
御
と
ぶ
ら
い
、
か
つ
は
よ
ろ
こ
び
か
つ
は

な
げ
か
し
。
一
度
に
を
も
い
切
っ
て
餓
死
な
ん
と
案
じ
切
っ
て
候
つ
る
に
、
わ
づ
か
の
と
も
し
び
に
油
を
入
れ
そ
へ
ら
れ
た
る
が
ご
と

し
。
あ
わ
れ
あ
わ
れ
た
う
と
く
め
で
た
き
御
心
か
な
。
釈
迦
仏
法
華
経
定
め
て
御
計
ひ
侯
は
ん
か
。
」
と
素
直
に
よ
ろ
こ
び
の
情
を
表
し

上
野
殿
の
尊
く
め
で
た
き
志
を
賞
し
て
い
る
。
一
度
は
餓
え
死
す
る
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
ら
れ
る
位
に
食
も
油
も
貧
し
い
生
活
で
あ
っ

た
。
大
雪
の
た
め
と
は
い
え
こ
の
頃
の
西
谷
の
日
常
に
お
け
る
一
と
コ
マ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
中
に
あ
り
つ
つ
も
宗
祖
は
、
十
一
月
中
に
門
下
に
対
し
て
曼
茶
羅
の
授
与
が
、
数
々
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
現
在
次
の
三
幅

が
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
優
婆
塞
日
安
に
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
沼
津
の
妙
海
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
幅
は
京
都

立
本
寺
の
所
蔵
で
、
沙
門
日
永
に
与
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
日
永
に
つ
い
て
は
『
御
本
尊
集
目
録
』
の
中
で
、
日
興
の
『
本
尊
分

ア
ル
シ
ノ

与
帳
』
の
一
節
を
次
の
通
り
引
用
し
て
い
る
。
「
甲
斐
国
下
山
の
因
幡
房
は
日
興
の
弟
子
な
り
。
価
て
所
二
申
与
一
如
レ
件
。
但
し
今
は
背

き
了
い
ｏ
」
即
ち
授
与
さ
れ
た
日
永
を
因
幡
房
日
永
と
象
な
し
更
に
今
は
師
に
背
い
た
者
と
し
て
い
る
。
三
幅
目
は
優
婆
塞
日
久
に
与
え

た
も
の
で
、
八
四
天
王
画
像
御
本
尊
Ｖ
と
通
称
さ
れ
て
お
り
、
千
葉
市
の
随
喜
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
曼
茶
羅
の
特
徴
は
は
、

上
方
に
毘
沙
門
天
と
持
国
天
が
理
路
で
、
叉
下
方
に
は
広
目
天
と
増
長
天
が
華
台
で
飾
ら
れ
、
極
彩
色
で
画
か
れ
い
る
こ
と
で
あ
り
、
不
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か
く
し
て
弘
安
二
年
も
、
熱
原
法
難
や
豪
雪
の
来
襲
な
ど
、
波
乱
の
多
き
中
に
暮
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
年
の
作
と
さ
れ
て

二
ロ
グ

い
る
御
書
に
、
『
本
門
戒
体
紗
』
が
あ
る
。
身
延
日
朝
の
写
本
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
「
大
乗
戒
竝
小
乗
事
」
と
云
う
書
き
出
し
で
始

り
、
小
乗
の
二
百
五
十
戒
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
別
解
脱
戒
と
も
具
足
戒
と
も
称
す
る
と
し
、
次
に
大
乗
の
諸
戒
に
つ
い
て
述
べ
、
十
重
禁

戒
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
戒
は
す
べ
て
法
華
本
門
の
戒
に
は
及
ば
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
健
紗
』
に

（
調
）

は
、
「
戒
体
〈
題
目
ノ
要
法
也
。
乃
至
本
門
戒
体
ヲ
顕
ン
為
メ
ナ
レ
・
〈
本
門
戒
体
抄
ト
モ
大
小
乗
ノ
戒
ノ
事
ト
モ
申
ナ
リ
」
と
本
紗
の
こ

ノ
ハ
ル
ト
ノ
ー
貢
カ
モ
ル
《
一
天
（
㈹
）

と
を
釈
し
て
い
る
。
ま
た
「
迩
門
戒
錐
し
勝
二
爾
前
大
小
諸
戒
一
而
不
レ
及
二
本
門
戒
一
也
。
」
と
の
祖
文
を
、
『
啓
蒙
』
で
は
、
「
此
ヨ
リ
下

ノ

（
虹
）

正
ク
本
門
戒
躰
ヲ
顕
シ
玉
ヘ
リ
」
と
も
釈
し
て
い
る
。

ま
た
此
の
年
に
、
弟
子
の
一
人
が
ま
さ
に
還
俗
し
よ
う
と
し
た
が
、
宗
祖
は
こ
れ
に
書
を
与
え
て
訓
誠
さ
れ
た
こ
と
や
、
門
人
の
日
法

（
他
）

が
霊
夢
を
感
じ
て
宗
祖
の
お
姿
を
彫
刻
し
、
宗
祖
自
ら
が
点
眼
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
、
『
高
祖
年
譜
』
で
は
伝
え
て
い
る
。
然
し
こ
れ
を

証
す
る
祖
文
は
見
当
ら
な
い
。

動
・
愛
染
の
二
梵
字
が
紙
面
の
上
か
ら
下
ま
で
大
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
画
像
の
四
天
王
は
絹
に
画
か
れ
て
い
る
の
で
、
後

（
銘
）

に
画
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
高
祖
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
「
四
天
王
者
画
工
大
蔵
図
し
之
」
と
あ
り
、
日
久
は
豆
州
の
江
川
吉
久
の

こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
以
上
の
三
幅
に
つ
い
て
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
点
は
、
文
永
・
建
治
頃
の
塁
茶
羅
に
比
較
し
て
、
中
尊
首
題
よ

り
も
四
天
王
や
梵
字
の
方
が
大
き
く
、
弘
安
前
期
の
特
徴
の
一
つ
を
表
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
尚
、
首
題
は
弘
安
後
期
に
は
次
第
に
ま

た
大
と
な
っ
て
い
く
。

四
、
弘
安
三
年
の
正
月

（”）



翌
弘
安
三
年
（
庚
辰
）
の
正
月
は
、
西
谷
で
は
雪
の
中
で
静
か
に
明
け
て
行
っ
た
が
、
鎌
倉
で
は
あ
わ
た
だ
し
い
動
き
を
ゑ
せ
、
幕
府

は
各
地
に
命
を
発
し
て
異
国
降
伏
の
所
願
を
さ
せ
る
準
備
を
急
い
で
い
た
。
す
で
に
大
蒙
古
国
が
わ
が
国
を
襲
っ
て
来
る
こ
と
は
、
さ
け

ら
れ
な
い
事
実
と
し
て
、
世
上
は
不
安
な
明
け
暮
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
幕
府
は
こ
の
年
の
暮
に
、
鎮
西
守
護
・
御
家
人
ら
を
誠
め
て
、

（
蝿
）

一
致
協
力
し
外
志
に
備
え
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。
他
国
侵
逼
の
難
は
文
永
の
役
に
つ
い
で
、
二
度
の
難
が
迫
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

西
谷
で
檀
越
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
正
月
用
の
品
々
に
病
身
を
養
い
つ
つ
、
五
十
九
才
を
迎
え
ら
れ
た
宗
祖
の
も
と
へ
、
五
日
に
地
元
の
相

又
か
ら
、
里
吏
庄
左
衛
門
の
妻
が
一
子
を
連
れ
て
訪
れ
て
来
た
。
既
に
夫
を
失
っ
た
妻
は
、
入
門
し
て
尼
と
な
り
、
名
を
妙
了
日
仏
と
賜

（
“
）

っ
た
。
其
の
折
り
愛
茶
羅
一
幅
の
授
与
が
あ
り
、
現
在
市
ノ
瀬
妙
了
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
子
も
是
好
麻
呂
と
称
し
た
が
後
に

（
鋸
）
む
し
も
ち
や
ま
の
い
も

剃
髪
し
て
日
了
と
号
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
十
一
日
に
は
富
士
の
上
野
南
条
氏
か
ら
、
十
字
六
十
枚
・
清
酒
一
筒
・
薯
預
五
十
本
・

ノ

柑
子
二
十
・
串
柿
一
連
等
の
正
月
用
品
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
礼
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。
愛
で
も
「
法
華
経
御
宝
前
に
か
ざ
り
進

つ
和
）
ノ
ノ
ケ
ツ
ヌ

ら
せ
侯
」
と
あ
り
、
更
に
「
春
始
三
日
種
々
の
物
法
華
経
御
宝
前
に
捧
候
畢
」
と
あ
る
の
で
、
三
日
に
届
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

暮
の
十
二
月
廿
七
日
に
も
白
米
一
駄
が
届
け
ら
れ
て
い
る
が
、
一
週
間
後
の
正
月
三
日
に
も
、
こ
う
し
た
種
々
の
物
を
ご
供
養
し
て
来
た

南
条
氏
の
心
中
に
は
、
厚
い
信
仰
と
、
宗
祖
に
対
す
る
外
護
の
念
が
、
ま
こ
と
に
深
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
「
元
三
の
御
志
元
一
に
も
超
へ
、
十
字
の
餅
満
月
の
如
し
。
」
と
も
記
し
て
い
る
。
御
供
養
を
喜
ば
れ
た
宗
祖
の
心
中
も
、
こ

う
し
た
文
の
底
に
溢
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
と
れ
る
の
で
あ
る
。
尚
こ
の
書
の
真
蹟
は
京
都
の
本
圀
寺
に
断
片
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

一

一

一
月
の
二
十
七
日
に
は
、
秋
元
太
郎
兵
衛
か
ら
、
「
筒
御
器
一
具
付
三
十
竝
蓋
付
六
十
」
が
送
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
御
返
事
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
『
筒
御
器
抄
』
と
も
呼
ば
れ
、
行
学
日
朝
の
写
本
が
伝
っ
て
い
る
。
秋
元
氏
は
下
総
国
印
旛
郡
白
井
の
荘
の
人
で
、
富
木
氏

と
は
親
類
関
係
に
あ
り
、
藤
原
勝
光
と
名
の
り
、
後
に
太
郎
左
衛
門
尉
と
称
し
た
人
で
あ
る
。
又
自
分
の
邸
を
寺
と
し
、
現
在
、
秋
本
寺

（”）



巧
）

と
号
し
て
い
る
。
本
文
で
は
先
づ
御
器
の
説
明
か
ら
始
り
、
器
の
四
失
を
論
じ
、
次
に
誇
法
の
者
は
呵
責
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、

ス

最
後
に
身
延
山
の
地
形
や
庵
室
の
生
活
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
文
中
に
「
三
世
十
方
の
仏
は
必
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
種
と
し
て

り
（
縄
）

仏
に
成
給
へ
り
。
」
と
法
仏
相
対
を
行
っ
て
、
妙
法
五
字
を
重
く
み
て
い
る
。
尚
、
こ
の
御
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
塩
田
義
遜
博
士
が

「
筒
御
器
紗
の
法
門
」
と
題
し
て
既
に
研
究
さ
れ
て
い
る
の
恥
）
愛
で
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。
地
形
に
つ
い
て
は
「
此
山
の
為
遥

て
い
た
ら
ｆ
、

一
一

丸

日
本
国
の
中
に
は
七
道
あ
り
。
七
道
の
内
東
海
道
十
五
箇
国
。
其
内
に
甲
州
飯
野
御
牧
三
筒
郷
之
内
、
波
木
井
と
申
。
此
郷
之
内
、
戌
亥

（
卵
）

の
方
に
入
て
二
十
余
里
の
深
山
あ
り
。
云
云
」
と
あ
っ
て
こ
の
下
に
、
所
謂
四
山
四
河
の
説
明
が
あ
り
、
「
中
天
竺
之
鷲
峰
山
を
此
処
に

タ

マ

レ

移
せ
る
鍬
。
将
又
漢
土
の
天
台
山
の
来
る
欺
と
覚
ゆ
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
身
延
山
を
も
っ
て
印
度
の
鷲
峰
山
や
、
支
那
の
天
台
山

に
擬
し
て
を
り
、
身
延
霊
山
の
説
に
極
め
て
近
づ
い
て
来
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
此
四
山
四
河
之
中
に
、
手
の
広
さ
程
の
平
か
な
る
処

あ
り
。
愛
に
庵
室
を
結
ん
で
天
雨
を
脱
れ
、
木
の
皮
を
は
ぎ
て
四
壁
と
し
、
自
死
の
鹿
の
皮
を
衣
と
し
、
春
は
蕨
を
折
り
て
身
を
養
ひ
、

秋
は
果
を
拾
ひ
て
命
を
支
へ
候
つ
る
程
に
、
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
。
」
と
あ
る
如
く
、
現

在
の
西
谷
御
草
庵
跡
に
佇
っ
て
承
る
と
き
、
前
は
身
延
川
が
流
れ
、
後
方
は
深
山
が
鰈
え
て
お
り
、
わ
づ
か
に
東
の
方
角
が
開
け
た
の
み

で
、
ま
さ
に
此
の
文
の
よ
う
な
「
手
の
広
さ
程
の
平
か
な
る
処
」
で
あ
る
。
し
か
も
宗
祖
一
人
が
雨
露
を
し
の
ぐ
に
足
る
程
度
の
庵
室
で

木
の
皮
を
壁
の
代
り
と
し
、
草
や
木
の
実
を
拾
っ
て
生
命
を
つ
な
ぐ
と
云
う
状
況
下
で
あ
り
、
更
に
「
庵
室
は
七
尺
、
雪
は
一
丈
。
四
壁

は
旅
を
壁
と
し
、
軒
の
つ
ら
ら
は
道
場
荘
厳
の
理
路
の
玉
に
似
た
り
。
」
と
云
う
厳
し
い
雪
害
の
中
で
の
生
活
で
あ
っ
て
承
れ
ば
、
前
述

の
「
身
延
霊
山
」
と
云
う
感
慨
は
、
極
め
て
精
神
的
な
宗
教
の
領
域
に
お
け
る
境
地
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ

う の
◎

古
来
、
一
世
の
聖
者
・
英
雄
と
仰
が
れ
る
入
念
の
心
中
に
は
、
凡
心
を
も
っ
て
理
解
す
る
こ
と
の
困
難
な
領
域
が
、
多
々
あ
る
も
の
で

（“）



あ
る
が
、
宗
祖
の
延
山
に
於
け
る
生
活
の
中
に
は
、
上
記
の
御
書
が
示
す
通
り
、
物
質
的
に
は
極
め
て
恵
ま
れ
な
い
窮
乏
の
環
境
に
在
り

な
が
ら
も
、
尚
且
つ
精
神
的
に
は
大
き
な
意
義
を
感
じ
、
霊
鷲
山
や
天
台
山
に
も
匹
敵
す
る
霊
山
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
、
純
粋
に
宗
教

的
な
法
悦
に
ひ
た
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
宗
祖
は
た
と
え
ど
ん
な
山
中
で
、
不
便
な
処
で
あ
ろ
う
と
も
、
法
華
経
の
行
者
の
住

所
で
あ
れ
ば
、
霊
山
浄
土
で
あ
り
、
逆
く
に
い
か
な
る
都
の
便
利
な
環
境
に
あ
っ
て
も
、
そ
こ
が
誇
法
の
者
の
住
所
で
あ
れ
ば
、
無
間
地

イ

レ

ト
ヒ

獄
の
者
の
住
む
場
所
と
し
て
、
こ
れ
を
恐
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
「
悲
哉
、
我
等
誹
誇
正
法
の
国
に
生
て
大
苦
に
値
は
ん
事
よ
・
設
誘
身

ゾ

を
脱
る
と
云
と
も
、
誇
家
誇
国
の
失
如
何
せ
ん
。
」
と
云
わ
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
誇
法
の
徒
が
充
満
し
て
い
る
国
士
に
生
れ
た
こ
と
に

対
す
る
感
慨
で
あ
り
、
せ
め
て
法
華
経
の
行
者
の
住
す
る
所
、
即
ち
身
延
山
を
も
っ
て
、
誇
家
誘
国
の
失
を
脱
れ
、
霊
山
と
し
て
の
意
義

を
調
へ
た
場
所
と
し
て
、
受
容
さ
れ
て
行
こ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
一
方
に
於
て
現
実
は
「
雪
深
く
し
て
道
塞
が
り
、
問
ふ
人
も
な
き
処
な
れ
ば
、
現
在
に
八
寒
地
獄
の
業
を
身
に
つ
ぐ
の
へ
り
。

生
き
な
が
ら
仏
に
は
成
ら
ず
し
て
、
又
寒
苦
鳥
と
申
す
鳥
に
も
相
似
た
り
。
」
と
云
う
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
素
直
に
記
さ
れ
て

い
る
。
精
神
的
に
は
法
悦
を
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
現
実
の
身
に
は
八
寒
に
せ
め
ら
れ
る
寒
苦
鳥
さ
な
が
ら
で
あ
る
と
し
て
、
複
雑
な
心
境

を
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
法
華
経
行
者
の
住
所
な
る
が
故
に
霊
山
浄
土
で
あ
る
と
云
う
宗
教
的
な
、
聖
者
と
し
て
の
立
場
に
あ
っ
て
の
見
解

と
、
豪
雪
や
沐
に
閉
ざ
さ
れ
て
八
寒
地
獄
の
業
を
身
に
つ
ぐ
な
っ
て
い
る
の
だ
と
す
る
人
間
的
な
立
場
で
の
心
境
が
、
こ
の
一
番
の
中
に

織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
聖
者
と
し
て
の
立
場
、
即
ち
宗
教
的
自
覚
に
立
っ
た
「
本
化
仏
使
と
し
て
の
日
蓮
」
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
敢
て

「
人
間
日
蓮
」
と
し
て
の
立
場
を
捨
て
ず
に
、
兼
ね
備
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
宗
祖
の
弟
子
や
檀
越
へ
対
す
る
親
し
ゑ
や
思
い
や
り

を
深
い
も
の
と
し
て
行
く
上
で
の
、
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
述
の
池
上
兄
弟
や
四
条
金

吾
等
を
始
め
各
人
へ
宛
た
書
簡
を
見
て
も
わ
か
る
如
く
、
血
と
涙
の
通
っ
た
文
面
に
、
人
間
味
豊
か
な
暖
か
さ
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
点

(61)



秋
元
氏
に
宛
た
こ
の
一
書
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
に
本
化
の
立
場
と
、
人
間
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
現
状
と
心
境
を
あ
り
の
ま
ま
に
知

む
つ

ら
せ
る
べ
く
、
双
方
の
立
場
を
心
中
に
持
ち
、
筆
を
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
か
か
る
処
へ
は
古
へ
泥
び
し

テ

プ

人
も
不
し
間
、
弟
子
等
に
も
捨
ら
れ
て
候
つ
る
に
、
是
御
器
を
給
ひ
て
、
雪
を
盛
て
飯
と
観
じ
、
水
を
飲
て
こ
ん
ず
と
思
。
志
の
ゆ
く
所

上
ラ

思
遣
せ
給
へ
。
」
と
結
ん
で
い
る
。
宗
祖
の
「
志
の
ゆ
く
所
」
に
は
こ
う
し
た
心
の
動
き
が
、
織
り
重
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ク

プ

尚
、
こ
の
「
人
も
不
し
問
」
の
文
と
先
き
の
「
雪
は
一
丈
」
及
び
「
雪
深
し
て
道
塞
が
り
、
問
人
も
な
き
処
」
と
の
文
か
ら
推
す
と
、
去

年
の
十
一
月
か
ら
の
降
雪
で
、
西
谷
を
訪
問
す
る
人
は
全
く
時
折
り
に
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
正
月
五
日
に
相
又
の

里
吏
の
妻
が
一
子
を
連
れ
て
、
こ
の
豪
雪
の
西
谷
を
訪
ね
た
の
も
、
実
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ノ

さ
て
、
こ
の
同
じ
廿
七
日
に
、
太
田
入
道
か
ら
鴬
眼
三
貫
・
絹
袈
裟
一
帖
が
送
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
御
礼
状
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

ノ
ハ
ノ
》
一
シ
ル
（
艶
）

「
法
門
事
秋
元
太
郎
兵
衛
尉
御
返
事
少
々
注
て
候
・
御
覧
有
べ
く
候
。
」
と
あ
る
の
で
、
前
の
『
秋
元
御
書
』
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
秋
元
・
太
田
の
両
氏
の
間
柄
も
、
相
当
に
近
密
な
も
の
で
あ
っ
た
事
が
、
こ
の
一
文
か
ら
推
察
で
き

る
。
こ
の
太
田
入
道
宛
の
御
返
事
は
、
『
慈
覚
大
師
事
』
と
呼
ば
れ
、
真
蹟
は
十
三
紙
完
で
中
山
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
慈
覚
大
師
が
「
法

上
リ

ル

華
最
第
一
の
経
文
を
奪
取
て
、
金
剛
頂
経
に
付
の
み
な
ら
ず
、
（
乃
至
）
法
華
経
の
頭
を
切
て
真
言
経
の
頂
と
せ
り
。
」
と
あ
っ
て
、
真

シ

シ
フ

言
を
正
と
し
、
法
華
を
傍
と
し
た
事
に
対
す
る
批
判
を
下
し
て
い
る
。
「
我
弟
子
等
此
旨
を
存
て
法
門
を
案
給
く
し
。
」
と
訓
誠
さ
れ
て

い
る
。
前
の
『
秋
元
御
書
』
で
は
、
「
日
蓮
一
人
、
阿
弥
陀
仏
は
無
間
の
業
、
禅
宗
は
天
魔
の
所
為
、
真
言
は
亡
国
の
悪
法
、
律
宗
持
斉

ス
（
弱
）

等
は
国
賊
也
と
申
」
と
所
謂
「
四
箇
格
言
」
を
も
っ
て
、
諸
宗
折
伏
を
し
て
い
る
が
、
本
書
で
は
専
ら
天
台
の
「
第
三
の
座
主
慈
覚
大
師
」

を
も
っ
て
、
折
伏
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
副
）

か
ら
も
首
肯
で
き
よ
う
。
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大
雪
の
中
で
明
け
暮
れ
し
た
西
谷
に
、
二
月
が
や
っ
て
来
た
。
宗
祖
は
一
日
に
四
条
金
吾
夫
妻
に
対
し
て
、
曼
茶
羅
を
授
与
さ
れ
て
い

る
。
頼
基
宛
の
御
本
尊
に
は
、
「
俗
日
頼
授
与
之
」
と
あ
り
、
妻
あ
て
の
に
は
「
日
眼
女
授
与
之
」
と
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
堺
の

妙
国
寺
に
、
後
者
は
向
丘
の
長
元
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
京
都
の
妙
覚
寺
に
は
「
二
月
彼
岸
第
六
番
」
と
あ
っ
て
、
藤
原
清
正
に
授
与

さ
れ
た
曼
茶
羅
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
日
付
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
じ
二
月
の
図
顕
に
か
か
る
曼
茶
羅
に
、
次
の
通
り
三
幅
が
あ

（
副
）

る
。
そ
の
一
つ
は
真
間
の
弘
法
寺
に
あ
る
が
、
授
与
者
名
が
減
落
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
判
読
で
き
な
い
。
二
幅
目
は
京
都
妙
覚
寺
に
あ
っ

て
、
優
婆
塞
日
安
に
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
向
っ
て
右
下
脇
に
日
興
の
添
書
が
「
富
士
下
方
熱
原
六
郎
吉
守
者
依
為
日
興
弟
子
所
申

立
如
件
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
の
長
さ
ほ
ぼ
一
杯
に
梵
字
が
あ
る
か
わ
り
に
、
四
天
王
は
承
え
な
い
。
三
幅
目
は
浜
松
の
妙
恩
寺
所
蔵

で
、
「
俗
吉
清
」
に
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
正
月
か
ら
二
月
へ
か
け
て
、
七
幅
も
の
曼
茶
羅
を
図
顕
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
る

と
、
豪
雪
の
最
中
と
は
い
え
、
西
谷
の
宗
祖
を
慕
っ
て
、
不
便
を
も
か
え
り
ゑ
ず
、
時
折
り
の
訪
問
者
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

〔
註
〕（

１
）
『
健
紗
』
に
よ
る
と
、
「
年
号
ハ
無
レ
ド
モ
大
聖
末
ヘ
ッ
カ
タ
ノ
御
抄
ナ
レ
・
ハ
建
治
弘
安
ノ
時
分
ノ
抄
也
」
（
十
七
’
三
四
）
と
あ
り
、
『
高
祖

年
譜
』
（
四
四
）
に
は
弘
安
元
年
の
九
月
十
五
日
と
し
て
い
る
。

（
２
）
『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
十
三
巻
三
七
七
頁

（
３
）
本
文
の
中
に
「
大
陳
す
で
に
破
れ
ぬ
」
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
か
ら
と
っ
て
薔
名
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
一
六
六
五
頁

（
５
）
四
条
金
吾
殿
御
返
事
（
昭
定
）
一
六
六
七
頁

（
６
）
三
位
房
に
つ
い
て
は
、
『
棲
神
』
第
四
十
九
号
「
身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
」
一
○
四
頁
及
び
、
『
日
蓮
辞
典
』
（
宮
崎
英
修
縄
）
九
七
頁
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（63）



（
７
）
『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
十
三
巻
三
九
○
頁

（
８
）
『
日
蓮
辞
典
』
二
九
頁テワ

メ

（
９
）
『
高
祖
年
譜
』
（
四
六
）
に
は
、
「
九
月
十
六
日
門
人
日
家
馳
レ
使
候
問
賜
二
本
尊
及
書
こ
と
あ
る
。

（
蛆
）
寂
日
房
御
番
三
ハ
六
九
頁

（
ｕ
）
聖
人
御
難
事
一
六
七
四
頁

（
胆
）
『
録
内
啓
蒙
』
三
○
’
二
頁

（
過
）
聖
人
御
難
事
ニ
ハ
七
三
頁

（
皿
）
八
熱
原
法
難
Ｖ
に
関
し
て
は
、
『
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
」
（
三
四
五
頁
）
。

『
日
蓮
教
団
全
史
』
（
上
）
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
十
二
頁
。
『
日
蓮
と
そ
の
弟
子
』
（
宮
崎
英
修
著
）
一
二
一
頁
。
『
日
蓮
と
そ
の
門
弟
』

（
高
木
豊
著
）
一
九
三
頁
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

Ｂ
）
大
進
房
に
つ
い
て
は
『
棲
神
』
第
四
十
九
号
一
○
四
頁
・
同
五
○
号
三
三
頁
の
拙
論
「
身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
躯
）
聖
人
御
難
事
ニ
ハ
七
五
頁

（
Ⅳ
）
建
治
三
年
五
月
十
五
日
付
の
「
上
野
殿
御
返
事
」
に
も
こ
れ
と
同
様
の
文
が
あ
る
。
（
一
三
○
九
頁
）

（
肥
）
滝
泉
寺
申
状
ニ
ハ
八
一
頁

（
四
）
変
毒
為
薬
御
番
ニ
ハ
八
四
頁

（
卯
）
四
条
金
吾
殿
御
返
事
ニ
ハ
八
六
頁

（
皿
）
『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
六
巻
二
七
一
頁

（
理
）
『
録
内
啓
蒙
』
二
五
’
三
五
頁

（
認
）
三
世
諸
仏
総
勘
文
教
相
廃
立
ニ
ハ
八
八
頁

（
型
）
同
一
七
○
五
頁

（
妬
）
『
日
蓮
聖
人
真
顔
集
成
』
（
法
蔵
舘
）
第
十
巻
本
尊
集
に
よ
れ
ば
、
日
仰
宛
の
受
茶
羅
は
、
和
歌
山
の
蓮
心
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
年
代

の
本
尊
と
し
て
は
珍
ら
し
く
首
題
の
他
は
二
尊
四
士
の
み
で
、
四
天
王
も
不
動
・
愛
染
も
略
さ
れ
て
い
る
。
又
「
日
蓮
」
と
「
花
押
」
の
部
分
は
靭

除
さ
れ
て
い
る
。
日
徳
宛
の
愛
茶
羅
は
、
戸
田
の
妙
顕
寺
に
在
り
、
『
統
紀
』
や
『
年
譜
』
・
『
孜
異
』
等
の
説
に
よ
る
と
図
顕
の
年
時
に
異
説
が

あ
り
、
通
称
を
「
子
安
御
本
尊
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

(“）



（
妬
）
『
棲
神
』
四
十
八
号
の
拙
論
参
照
五
九
頁

（
”
）
此
の
二
首
の
歌
は
出
所
不
明
で
あ
り
、
或
い
は
宗
祖
の
作
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
調
）
持
妙
尼
御
前
御
返
事
一
七
○
七
頁

（
羽
）
上
野
殿
御
返
事
一
七
○
九
頁

（
釦
）
富
城
殿
御
返
事
一
七
一
○
頁

（
瓢
）
可
延
定
業
御
譜
八
六
二
頁

（
犯
）
兵
衛
志
殿
女
房
御
返
事
一
七
二
頁

（
認
）
中
興
入
道
御
消
息
一
七
一
九
頁

（
弘
）
同
一
七
一
五
頁

（
弱
）
右
衛
門
太
夫
殿
御
返
事
一
七
一
九
頁

（
妬
）
上
野
殿
御
返
事
一
七
一
二
頁

（
訂
）
『
御
本
尊
集
目
録
』
（
立
正
安
国
会
）
一
○
四
頁

（
犯
）
大
蔵
に
つ
い
て
は
姓
字
不
詳
と
な
っ
て
い
る
。
（
『
孜
異
』
下
三
七
）

（
調
）
『
健
妙
』
二
十
巻
五
九
頁

（
㈹
）
本
門
戒
体
紗
一
七
二
五
頁

（
似
）
『
啓
蒙
』
三
三
巻
七
○
頁

（
妃
）
『
高
祖
年
譜
』
（
四
ｃ
・
『
孜
異
』
の
説
で
は
、
．
弟
子
」
の
こ
と
を
三
位
公
日
心
と
云
う
が
、
こ
れ
は
「
甚
だ
不
審
」
で
あ
る
と
し
て
い

（
鯛
）
『
日
本
宗
教
史
年
表
』
（
笠
原
一
男
編
）

（
“
）
『
日
蓮
聖
人
真
顔
集
成
』
（
法
蔵
舘
）
第
十
巻

（
妬
）
『
身
延
町
誌
』
一
○
二
九
頁
。
及
び
『
年
譜
』
四
六
頁

（
妬
）
上
野
殿
御
返
事

（
幻
）
『
日
蓮
辞
典
』
（
宮
崎
英
修
編
）

（
妃
）
秋
元
御
欝

る
。
（
三
七
）

一
七
二
九
頁

三
頁

一
七
三
一
頁

一
○
七
頁

（“）
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『
棲
神
』
第
十
五
号

秋
元
御
櫓

拙
論
「
身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
人
間
的
一
面
」

慈
覚
大
師
事

秋
元
御
播

『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
（
法
蔵
舘
）
第
十
巻

一
五
頁

一
七
三
九
頁

（
『
棲
神
』
第
四
十
一
号
一
三
一
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
七
四
一
頁

一
七
三
二
頁

（“）


