
宗
祖
日
蓮
聖
人
に
よ
る
三
間
四
面
の
草
庵
創
建
以
来
、
身
延
山
に
は
多
く
の
堂
宇
が
建
立
さ
れ
き
た
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
身
延
山
諸

堂
建
立
の
歴
史
は
、
幾
多
の
変
遷
を
経
た
の
ち
、
日
蓮
聖
人
七
百
遠
忌
報
恩
事
業
の
い
わ
ば
象
徴
た
る
、
現
に
槌
音
も
高
く
工
事
進
行
中

で
あ
る
、
身
延
山
大
本
堂
建
立
の
今
日
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
身
延
山
諸
堂
建
立
の
歴
史
、
即
ち
七
百
余
年
に
わ
た
る
諸
建
造
物
の
変
遷
推
移
の
事
跡
、
そ
し
て
そ
れ
に
要
し
た
歴
代
法
主
を
は

じ
め
と
す
る
多
く
の
人
と
の
苦
心
経
営
、
あ
る
い
は
外
護
の
檀
越
の
努
力
の
あ
と
を
辿
り
、
更
に
は
ま
た
諸
堂
宇
の
性
格
、
そ
の
は
た
し

て
き
た
役
割
等
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
身
延
の
「
故
（
ふ
る
）
き
を
温
（
た
ず
）
ね
、
新
し
き
を
知
る
」
上
で
、
ぜ
ひ
と
も
な
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に
身
延
山
開
關
六
百
五
十
年
を
記
念
し
て
編
纂
、
出
版
さ
れ
た
『
身
延
山
史
』
も
、
こ
れ
が
記
述

に
多
大
の
紙
数
を
割
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
拠
り
な
が
ら
も
、
未
だ
そ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
種
々
の
問
題
に
つ
い
て
、

今
後
自
分
の
課
題
と
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
概
略
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。

身
延
山
諸
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身
延
山
と
際
取
山
の
水
を
集
め
、
両
山
の
間
を
縫
っ
て
身
延
川
が
流
れ
て
い
る
。
身
延
川
は
や
が
て
波
木
井
川
と
な
り
、
波
木
井
川
は

東
に
流
れ
て
富
士
川
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。
富
士
川
は
身
延
山
の
東
側
を
ほ
ぼ
南
北
に
流
れ
る
大
河
で
、
川
幅
が
広
く
、
波
木
井
川
の
合

流
点
よ
り
さ
ら
に
上
流
の
、
早
川
と
の
合
流
地
点
で
は
実
に
千
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
川
幅
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
山
河
の
た
た
ず
ま

取
山
、
季

て
い
る
。

建
物
を
建
て
る
際
に
、
無
視
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
立
地
条
件
と
、
自
然
環
境
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
建
物
の
形
状
・
規
模
・
構
造
等
に

影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
そ
こ
で
地
形
・
地
質
・
気
候
等
の
、
身
延
の
お
か
れ
た
自
然
環
境
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。

身
延
山
の
位
置
す
る
身
延
町
は
、
平
地
が
少
な
く
、
そ
の
大
部
分
は
け
わ
し
い
山
岳
地
帯
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
多
く
の
深
い
谷
が
刻

い
を
、
日
蓮
聖
人
は

て
い
た
ら
く

此
山
の
為
臘
、

ス
申
。
此
郷
之
内

て
い
た
い
固
く

ま
れ
て
い
る
。

身
延
山
は
こ
の
身
延
町
の
西
北
部
に
標
高
一
、
一
四
八
メ
ー
ト
ル
を
も
っ
て
聾
え
て
い
る
。
そ
の
南
に
は
一
、
○
三
六
メ
ー
ト
ル
の
鷹

山
、
西
に
は
一
九
八
二
メ
ー
ト
ル
の
七
面
山
等
の
高
く
、
そ
し
て
ふ
と
こ
ろ
の
深
い
山
含
が
連
な
っ
て
、
霊
地
と
し
て
の
幽
蓮
を
保
つ

”
一

此
山
の
為
臘
、
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
箇
郷
之
内
、
波
木
井
と

ス
申
。
此
郷
之
内
、
戌
亥
の
方
に
入
て
二
十
余
里
の
深
山
あ
り
。
北
は
身
延
山
、
南
は
鷹
取
山
、
西
は
七
面
山
、
東
は
天
子
山
也
。
板

チ

リ
ツ

リ

を
四
枚
つ
い
立
た
る
が
如
し
。
此
外
を
回
て
四
の
河
あ
り
。
従
し
北
南
へ
富
士
河
、
自
レ
西
東
へ
早
河
、
此
は
後
也
。
前
に
西
よ
り
東

ノ
ブ

タ

雫

レ

ヘ
波
木
井
河
中
に
一
の
滝
あ
り
。
身
延
河
と
名
け
た
り
。
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
る
歎

身
延
山
諸
堂
建
立
考
（
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ツ

聖
人
が
「
波
木
井
河
の
中
に
一
の
滝
あ
り
」
と
表
現
さ
れ
た
身
延
川
は
、
広
い
平
地
を
も
た
ず
、
わ
ず
か
に
川
の
東
側
に
河
岸
段
丘
の

発
達
が
あ
る
ば
か
り
で
、
き
わ
め
て
せ
ま
い
谷
を
作
っ
て
い
る
。
こ
の
わ
ず
か
に
広
が
る
河
岸
段
丘
の
上
に
現
今
の
身
延
門
前
町
が
展
開

し
、
身
延
参
詣
の
善
男
善
女
を
送
り
迎
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

曾
）

身
延
山
を
形
成
し
て
い
る
地
層
は
、
お
よ
そ
一
千
万
年
ほ
ど
も
昔
（
新
第
三
紀
中
新
世
ｌ
鮮
新
世
）
に
海
の
中
に
沈
積
し
た
も
の
、
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
山
」
と
し
て
の
身
延
山
は
数
百
万
年
前
に
成
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

身
延
の
山
に
は
多
く
の
断
層
が
発
達
し
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
山
く
づ
れ
の
地
形
を
み
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
身
延
山
頂
に
み
ら
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
「
ガ
レ
」
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

ま
た
身
延
山
は
糸
魚
川
ｌ
静
岡
構
造
線
の
東
側
に
接
近
し
て
い
る
。
構
造
線
と
は
断
層
線
の
一
つ
で
、
そ
の
断
層
を
境
と
し
て
両
側
の

地
質
構
造
が
ま
っ
た
く
異
な
る
場
合
に
構
造
線
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
糸
魚
川
ｌ
静
岡
構
造
線
を
西
線
と
し
、
関
東
山
地
を
東
線
と
す
る
、

本
州
の
中
央
部
を
南
北
に
横
断
す
る
地
帯
が
大
地
溝
帯
（
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
）
と
い
わ
れ
、
日
本
列
島
を
地
質
上
よ
り
東
北
日
本
と
西
南

日
本
に
分
け
る
、
日
本
の
最
も
重
要
な
大
構
造
の
一
つ
で
あ
る
。

身
延
は
雨
の
多
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
太
平
洋
沿
岸
か
ら
富
士
川
ぞ
い
に
湿
っ
た
気
流
が
の
ぼ
っ
て
き
て
、
身
延
や
驚
取
な
ど

の
山
地
に
あ
た
っ
て
上
昇
し
、
冷
え
て
多
量
の
雨
を
も
た
ら
す
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
湿
気
の
多
さ
が
周
知
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
の

３
）

健
康
を
損
な
っ
た
一
因
と
み
ら
れ
て
も
い
る
し
、
当
然
建
物
に
も
悪
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
山
が
ち
な
地
形
、
狭
い
平
地
、
強
く
な
い
地
盤
、
そ
し
て
多
い
湿
気
等
の
身
延
の
お
か
れ
た
地
質
的
条
件
や
気
候
風
土
は

と
覚
ゆ
。
此
四
山
、

と
、
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
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（
刊
＆
）

此
四
山
四
河
之
中
に
、
手
の
広
さ
程
の
平
か
な
る
処
あ
り
。
髪
に
庵
室
を
結
で
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こ
の
地
が
残
念
な
が
ら
建
築
に
は
あ
ま
り
適
し
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
身
延
山
の
諸
堂

を
建
立
、
整
備
す
る
と
き
、
そ
の
建
築
・
施
工
に
あ
た
っ
て
は
多
大
な
苦
心
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
環
境
下
に
あ
っ
て
、
具
体
的
に
身
延
の
諸
堂
宇
は
如
何
に
建
立
・
維
持
さ
れ
て
き
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
技

術
的
な
問
題
も
含
め
て
、
今
後
考
え
て
い
き
た
い
。

し
か
し
反
面
で
は
、
そ
れ
が
た
め
に
土
壌
の
空
気
や
水
の
流
通
が
良
好
で
、
と
り
わ
け
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
成
育
に
適
し
、
非
常
に

緑
に
め
ぐ
ま
れ
た
自
然
環
境
を
つ
く
り
あ
げ
て
身
延
山
を
宗
教
的
景
観
の
中
に
置
く
と
共
に
、
良
い
建
築
資
材
を
提
供
す
る
こ
と
を
も
可

能
に
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
代
表
的
な
も
の
は
樹
令
二
百
年
か
ら
三
百
年
と
承
ら
れ
て
い
る
「
千
本
杉
」
で
あ
る
。
こ
の
杉
林
は
県
の

天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
今
後
も
伐
採
さ
れ
て
実
際
の
使
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
千
本
杉
」

と
は
言
っ
て
も
本
数
が
千
本
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
約
二
百
六
十
本
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
が
、
樹
木
成
長
の
極
致
を
み
せ
、
単
位
面
積

あ
た
り
の
材
積
石
高
数
で
は
日
本
一
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
「
千
本
杉
」
も
含
め
て
、
山
内
に
植
林
さ
れ
て
い
る
杉
な
ど
の
ほ
と
ん
ど
は
、
長
い
間
に
わ
た
っ
て
身
延
の
山
を
護
っ
て
き
た
人

盈
の
丹
精
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
既
に
時
間
の
流
れ
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
こ
れ
ら
の
人
々
の
善
行
・
苦
行
の
跡
を
可
能
な
か
ぎ
り

辿
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

身
延
に
お
け
る
山
林
は
、
諸
堂
を
整
備
す
る
と
き
の
そ
の
有
力
な
用
材
提
供
候
補
地
で
あ
る
と
共
に
、
身
延
山
を
日
蓮
聖
人
の
霊
山
た

ら
し
め
て
い
る
重
要
な
景
観
的
要
素
で
も
あ
る
。
現
在
身
延
文
庫
に
は
こ
の
山
林
に
お
け
る
植
林
の
よ
う
す
を
物
語
る
も
の
や
、
あ
る
い

は
伐
木
な
ど
に
関
す
る
諸
手
形
等
が
多
数
蔵
さ
れ
て
い
て
、
歴
代
の
身
延
山
当
局
が
山
林
を
護
持
す
る
た
め
に
払
っ
て
き
た
多
大
な
努
力

の
一
端
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
て
い
る
。
今
後
こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
共
に
、
関
連
資
料
を
広
く
求
め
て
、
身
延
山
林
史
上
の
問
題
に
つ
い

身
延
山
諸
堂
建
立
考
（
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し
か
し
、
今
、
久
遠
寺
の
主
要
伽
壁
は
こ
の
、
日
蓮
聖
人
が
初
め
て
草
庵
を
構
え
ら
れ
た
地
に
は
な
い
。
そ
れ
は
身
延
中
興
の
十
一
世

行
学
日
朝
が
こ
の
西
谷
の
草
庵
の
地
の
狭
い
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
恐
ら
く
は
地
盤
が
弱
く
、
か
つ
身
延
川
に
近
い
と
い
う
危
険
を
お
も
ん

ぱ
か
っ
て
久
遠
寺
の
移
転
拡
張
事
業
を
敢
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
か
な
り
の
反
対
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
が

想
像
さ
れ
る
。
後
述
す
る
日
朝
の
弟
子
日
意
の
『
身
延
山
伽
蓮
記
』
に
お
い
て
、
既
に
五
世
日
台
が
久
遠
寺
の
主
要
伽
藍
が
現
今
の
地
に

移
さ
れ
る
前
兆
の
夢
を
見
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
朝
側
が
移
転
事
業
を
正
当
化
す
る
た
め
に
と
っ
た
対
応

（
７
）

策
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
移
転
事
業
は
文
明
七
年
（
一
四
七
五
）
頃
ほ
ぼ
終
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
の
経
過
は
日
朝
の
判
断
が
正
し
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
移
転
後
わ
ず
か
二
十
数
年
に
し
て
、
日
朝
晩
年
の
明
応

（
８
）

七
年
（
一
四
九
八
）
八
月
、
甲
州
一
帯
は
大
地
震
に
み
ま
わ
れ
た
。
日
朝
の
弟
子
で
あ
る
村
松
海
長
寺
九
世
十
如
日
海
の
記
録
に
よ
れ
ば

創
と
す
る
が
、

「
は
し
ら
奪

庵
で
あ
っ
た
。

て
も
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

さ
て
、
身
延
・
騰
取
そ
し
て
七
面
等
の
諸
山
と
、
富
士
川
・
早
川
・
波
木
井
川
等
の
諸
川
に
囲
ま
れ
、
身
延
川
の
清
流
に
臨
ん
だ
「
手

（
４
）

の
広
さ
程
の
平
か
な
る
処
」
に
、
宗
祖
日
蓮
聖
人
が
「
き
（
木
）
を
う
ち
き
り
て
、
か
り
そ
め
に
あ
じ
ち
（
庵
室
）
を
つ
く
」
ら
れ
た
の

は
、
今
を
去
る
七
百
余
年
の
昔
、
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
六
月
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
を
も
っ
て
身
延
山
久
遠
寺
の
開

（
臣
》
）

創
と
す
る
が
、
そ
れ
は
「
十
二
の
は
し
ら
（
柱
）
」
を
周
囲
に
も
つ
建
物
、
即
ち
三
間
四
面
の
大
き
さ
で
あ
り
、
建
っ
て
四
年
も
す
る
と

（
Ｒ
ｕ
）

「
は
し
ら
（
柱
）
四
方
に
か
ふ
べ
（
頭
）
を
な
（
投
）
げ
、
四
方
の
か
く
は
一
そ
（
所
）
に
た
う
（
倒
）
れ
」
る
よ
う
な
、
そ
ま
つ
な
草

身
延
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こ
こ
で
身
延
山
の
諸
堂
建
立
に
関
す
る
資
料
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
こ
れ
を
主
題
と
し
た
も
の
と
し
て
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う

に
身
延
十
二
世
円
教
日
意
の
『
身
延
山
伽
蓮
記
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
日
朝
に
よ
る
移
転
事
業
完
了
直
後
の
文
明
十
年
（
一
四
七
八
）
正
月

八
日
に
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
の
身
延
御
入
山
以
降
、
日
朝
の
移
転
に
至
る
ま
で
の
概
略
を
述
べ
た
も
の
で
、
前
述
の
よ

う
に
五
世
日
台
が
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
に
久
遠
寺
の
主
要
伽
壷
が
現
今
の
地
に
移
さ
れ
る
前
兆
の
夢
を
見
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
⑨
ヴ
）

そ
の
際
「
身
延
山
事
大
聖
人
御
草
創
の
諸
堂
地
悉
損
滅
河
原
に
成
り
旱
ん
ぬ
」
と
、
日
蓮
聖
人
西
谷
御
草
創
の
地
が
大
地
震
の
た
め
に
河

原
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
紙
一
重
の
差
で
久
遠
寺
は
救
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
西
谷
御
草
庵

（
加
）

の
地
は
昭
和
の
現
代
に
な
っ
て
さ
え
も
台
風
に
よ
る
水
害
に
よ
っ
て
多
大
の
被
害
を
う
け
て
い
る
。

こ
の
大
地
腰
の
後
、
祖
廟
域
は
恐
ら
く
多
少
の
治
水
工
事
が
施
さ
れ
た
の
ち
、
身
延
住
僧
や
支
院
あ
る
い
は
地
域
住
民
の
共
同
墓
地
と

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
宗
祖
棲
神
の
地
に
対
す
る
渇
仰
追
慕
の
念
に
も
と
づ
い
て
諸
国
の
人
々
の
埋
骨
の
地
と
し
て
も
次
第
に

膨
張
発
展
し
、
大
小
の
墓
石
が
建
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
三
十
三
世
遠
沽
日
亨
は
「
此
処
は
宗
祖

当
山
最
初
御
建
立
十
間
四
面
の
堂
地
也
。
九
箇
年
読
諭
説
法
書
写
著
述
の
霊
地
也
。
然
る
に
往
古
よ
り
真
俗
の
葬
送
場
と
為
す
山
地
狭
小

別
に
広
地
無
き
故
か
。
仰
ぎ
願
は
く
ぱ
後
代
の
貫
主
此
処
は
清
浄
の
霊
地
と
し
て
四
方
の
境
を
立
て
葬
場
は
別
に
こ
れ
を
設
く
く
し
。

（
、
）

時
に
凡
人
の
骨
を
も
っ
て
此
所
に
収
む
る
は
汚
穣
不
浄
也
。
日
亨
代
に
こ
れ
を
禁
じ
納
骨
堂
に
収
む
。
永
代
此
式
を
破
る
べ
か
ら
ず
」

と
、
祖
廟
域
が
往
古
よ
り
真
俗
の
葬
場
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
後
代
の
貫
首
（
法
主
）
に
墓
所
を
別
に
設
け
、
祖
廟
域
を
浄

（
鯉
）

化
す
る
よ
う
遺
誠
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
や
が
て
近
代
に
至
っ
て
漸
く
実
現
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

身
延
山
諸
堂
建
立
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短
い
も
の
な
の
で
煩
を
厭
わ
ず
左
に
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
原
漢
文
体
で
あ
る
が
私
に
訓
象
下
し
た
。
猶
、
こ
の
『
身
延
山
伽
藍
記
』
は

砲
）

『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
引
用
し
た
。
『
日
蓮
宗
宗
学
章
疏
目
録
』
は
「
正
本
身
延
」
に
あ
り
と
す
る
が
、

身
延
文
庫
に
は
そ
の
所
蔵
が
確
認
さ
れ
な
い
。

身
延
山
伽
藍
記
鍬
齢
上
十
二
代
円
教
日
意

文
永
十
一
年
甲
戌
吾
祖
嘉
遮
す
。
波
木
井
氏
の
請
に
応
じ
て
甲
地
に
到
り
僅
に
小
茅
を
結
ぶ
。
浄
界
百
余
弓
鷹
取
録
の
麓
猿
鹿

伍
を
為
し
俗
を
去
る
こ
と
数
里
読
諦
唱
題
快
く
安
穏
な
る
こ
と
を
得
た
も
う
。
桃
李
践
を
成
し
て
終
に
一
会
と
為
る
。
別
に
方

六
丈
の
仏
殿
を
開
き
扁
し
て
身
延
山
久
遠
寺
と
呼
ぶ
。
祝
麓
拍
香
し
て
宗
門
の
祖
山
と
為
す
。
六
万
恒
沙
相
次
で
出
る
や
世
人
に

乏
し
か
ら
ず
。
滅
後
如
今
二
百
余
年
濫
錫
の
水
湛
え
法
界
と
為
す
也
。
檀
越
実
長
又
内
秘
の
人
な
り
。
預
め
後
の
興
隆
を
識
り
霜

か
に
遠
鑑
を
廻
ら
し
四
至
地
を
増
し
峯
に
阜
に
鶏
に
河
に
周
匝
不
測
な
る
こ
と
殆
ど
天
下
に
甲
た
り
。
吾
師
朝
公
来
っ
て
蚊

に
主
た
り
。
是
地
陰
狭
に
し
て
衆
毎
に
こ
れ
を
苦
し
む
。
師
鼎
建
の
力
を
振
っ
て
今
の
地
に
移
す
。
躬
自
ら
山
を
鋤
き
谷
を
塞
ぎ
木

を
披
き
石
を
搬
び
殿
堂
楼
廉
子
院
孫
舎
に
迄
各
地
勢
を
抱
き
各
其
の
処
を
得
達
巷
交
術
俗
民
も
亦
其
の
便
を
得
た
り
。
後
に

偶
古
経
の
外
秩
を
見
る
に
烟
煤
敗
墨
の
間
微
く
字
形
を
見
る
。
塵
を
掃
い
細
か
に
閲
す
れ
ば
第
五
代
鏡
円
台
上
の
識
文
な
り
。

其
の
文
に
曰
く
貞
和
二
年
丙
戌
九
月
二
十
日
の
夜
夢
み
ら
く
山
僧
偶
隣
村
梅
平
に
遊
び
回
顧
す
れ
ば
山
顛
に
塔
の
九
輪
有

り
。
こ
れ
を
下
る
こ
と
一
等
平
地
砥
の
如
く
宏
基
鉋
構
殿
堂
楼
閣
鯵
と
し
て
盛
な
り
。
村
居
処
処
に
崖
に
傍
い
流
を
抱
く
農
夫

役
を
取
る
。
夢
裡
に
思
念
す
ら
く
他
日
吾
山
嘉
運
時
有
り
輪
笑
是
に
至
ら
ん
。
夢
醒
め
ぬ
。
乃
ち
其
の
九
輪
の
地
に
就
い
て

八
幡
の
社
を
築
き
以
て
こ
れ
を
誌
す
と
云
う
。
吾
師
能
く
こ
れ
を
見
畢
て
敢
て
人
に
語
ら
ず
。
余
霜
か
に
命
を
票
け
て
こ
れ
を

拝
す
。
奇
な
る
か
な
八
幡
の
旧
社
今
猶
存
す
。
謹
ん
で
惟
る
に
高
祖
の
遺
訓
に
往
往
言
う
身
延
山
は
真
の
霊
山
事
の
常
寂
光
士

身
延
山
諸
堂
建
立
考
（
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以
上
挙
げ
た
こ
れ
ら
直
接
に
諸
堂
建
立
に
触
れ
た
も
の
以
外
に
も
、
他
の
い
ろ
い
ろ
な
関
連
資
料
か
ら
身
延
の
諸
堂
建
立
に
関
す
る
こ

と
が
ら
を
知
り
、
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
例
を
一
、
二
掲
げ
て
象
よ
う
。

次
に
日
朝
の
久
遠
寺
移
転
事
業
以
降
、
十
八
世
紀
初
頭
の
三
十
三
世
日
亨
代
に
至
る
ま
で
の
諸
堂
建
立
の
記
録
と
し
て
、
日
亨
の
手
に

な
る
『
身
延
山
久
遠
寺
諸
堂
等
建
立
記
録
』
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
日
亨
自
筆
の
も
の
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
身
延
文
庫
に
は
写
本
が
日

亨
の
部
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
昭
和
四
十
五
年
日
亨
の
二
百
五
十
遠
忌
を
記
念
し
て
、
宮
内
庁
図
書
寮
蔵
本
を
底
本
と

両
）

し
、
身
延
文
庫
蔵
本
を
対
校
し
た
も
の
が
身
延
山
よ
り
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
度
を
襲
い
き
た
っ
た
火
災
・
地
溌
等
の
災
厄
に
も
め
げ
ず
、
幾
度
か
灰
塵
に
帰
し
た
伽
壷
復
興
の
足
ど
り
を
、
あ
る
い
は
諸

堂
の
修
復
の
様
子
等
を
近
代
に
至
る
ま
で
書
き
継
ぎ
、
先
に
出
版
さ
れ
た
『
身
延
山
史
』
の
基
本
的
な
史
料
と
も
な
っ
て
い
る
『
身
延
山

（
咽
）

諸
堂
記
』
・
『
身
延
山
再
建
諸
堂
記
』
・
『
身
延
山
再
を
建
諸
堂
記
』
と
名
付
け
ら
れ
た
三
冊
の
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
変
詳
細
な
も

の
で
、
今
後
も
や
は
り
身
延
の
歴
史
を
考
え
て
い
く
上
で
の
基
本
的
な
資
料
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
い
つ
の
日
に
か
機
会
を
え
て

こ
れ
を
翻
刻
し
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
遺
し
て
く
れ
た
先
師
の
労
に
報
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

も
の
な
り
。
凡
夫
は
宰

域
傭
し
て
信
ず
べ
茎

以
上
が
そ
の
全
文
で
あ
る
。

な
り
と
。
然
ら
ぱ
則
ち
三
災
に
も
焼
け
ず
四
劫
に
も
遷
さ
れ
ず
久
遠
劫
来
霊
山
一
会
殿
然
未
散
に
し
て
実
に
本
国
土
妙
な
る

も
の
な
り
。
凡
夫
は
識
ら
ず
悲
し
い
か
な
そ
れ
台
上
は
夢
に
託
し
て
理
を
説
き
、
朝
公
は
理
に
即
し
て
事
相
を
賑
す
。
聖
者
の

域
傭
し
て
信
ず
べ
き
に
足
る
も
の
か
。
文
明
十
年
戊
戌
正
月
八
日

身
延
山
諸
堂
建
立
考
（
林
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増
加
し
て
い
っ
た
。

る
に
至
っ
て
い
る
。

三
間
四
面
の
草
庵
の
大
き
さ
は
、
当
時
の
建
築
の
一
間
を
一
丈
前
後
と
み
て
、
現
今
の
六
十
畳
敷
く
ら
い
の
規
模
の
も
の
と
も
み
ら
れ

兎
）

る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ほ
ど
の
多
人
数
が
一
所
に
生
活
で
き
る
ほ
ど
の
も
の
で
な
か
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の

住
居
確
保
に
つ
い
て
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
草
庵
の
拡
張
と
、
新
た
な
る
他
の
場
所
で
の
僧
坊
の
造
営
と
で
あ
る
。
前
者
は
弘

安
四
年
の
十
間
四
面
の
大
坊
造
立
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
残
る
は
後
者
で
あ
る
。

最
初
の
草
庵
を
本
院
と
み
た
場
合
、
新
た
な
る
造
営
は
支
院
の
発
祥
と
な
る
。
今
も
身
延
山
内
に
連
綿
と
し
て
存
続
す
る
支
院
の
起
源

は
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
遡
り
う
る
と
想
像
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
実
証
し
う
る
確
実
な
資
料
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

更
に
こ
れ
は
既
に
『
日
蓮
教
団
全
史
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
宗
祖
入
滅
後
、
墓
所
の
そ
ば
に
「
塔
頭
」
と
表
記

（
胸
）

さ
れ
る
寺
が
建
て
ら
れ
、
門
下
の
給
仕
奉
仕
の
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

そ
し
て
富
士
門
流
の
三
位
日
順
の
『
従
開
山
伝
日
順
法
門
』
に
は
「
聖
人
御
存
生
ノ
間
ハ
御
堂
無
シ
、
御
滅
後
二
聖
人
御
房
ヲ
御
堂
二

（
釦
）

日
興
上
人
ノ
御
計
造
玉
フ
、
御
影
ヲ
造
ラ
セ
玉
フ
事
モ
日
興
上
人
ノ
御
建
立
也
」
と
あ
っ
て
、
日
興
が
身
延
在
山
中
に
宗
祖
の
住
ん
で
お

ト
シ
テ

ら
れ
た
房
を
御
影
堂
に
改
め
、
聖
人
の
御
影
を
造
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

ノ

ま
た
中
山
三
世
日
祐
の
『
一
期
所
修
善
根
記
録
』
に
よ
れ
ば
、
身
延
三
世
日
進
代
に
「
身
延
山
久
遠
寺
同
影
堂
大
聖
人
御
塔
頭
塔
頭
板

（
別
）

本
尊
」
が
修
理
、
造
営
さ
れ
た
。
特
に
康
永
元
年
（
三
西
二
）
四
月
八
日
の
釈
尊
降
誕
の
日
に
、
御
塔
頭
の
柱
立
の
結
縁
に
登
山
し
た

（
鍵
）

日
祐
は
、
そ
の
折
「
大
聖
人
御
舎
利
拝
し
奉
る
」
と
、
宗
祖
の
御
真
骨
を
拝
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は
恐
ら
く
土
中
に
埋
葬

三
間
四
面
の
草
庵
に
お
い
て
宗
祖
は
し
ば
ら
く
生
活
さ
れ
た
が
、
や
が
て
し
だ
い
に
聖
人
を
慕
い
、
登
山
し
て
修
業
す
る
人
々
の
数
は

（
躯
）
（
Ⅳ
）

加
し
て
い
っ
た
。
弘
安
元
年
に
は
「
人
は
な
き
時
は
四
十
人
、
あ
る
時
は
六
十
人
」
、
翌
二
年
に
は
「
今
年
一
百
ょ
人
の
人
」
を
数
え

身
延
山
諸
堂
建
立
考
（
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火
災
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
営
々
と
し
て
築
い
て
き
た
も
の
を
一
朝
に
し
て
失
わ
し
め
る
不
幸
な
災
害
で
あ
る
。
身

延
で
は
残
念
な
こ
と
に
江
戸
の
中
頃
か
ら
明
治
に
か
け
て
し
ば
し
ば
火
災
に
象
ま
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
度
に
深
い
痛
手
を
負
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
身
延
の
歴
史
は
、
身
延
を
護
持
し
き
た
っ
た
人
々
が
こ
れ
に
め
げ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
災

害
に
あ
え
ば
そ
の
度
ご
と
に
人
々
は
緊
張
し
、
そ
し
て
協
力
し
、
着
実
な
復
興
の
歩
み
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
諸
堂
建
立

と
火
災
と
は
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
下
之
坊
よ
り
出
火
し
て
山
内
十
一
ヶ
坊
が
焼
失
し
た
の
を
身
延
火
災
の
最
初
と
す
る
ｏ

安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
は
七
面
山
が
焼
失
し
、
そ
の
際
除
歴
唱
師
事
件
が
惹
起
さ
れ
た
。

文
政
四
年
（
一
八
一
二
）
に
は
御
廟
八
角
堂
が
焼
失
し
、
更
に
三
年
後
の
同
七
年
に
は
祖
師
堂
天
井
よ
り
出
火
し
て
多
数
の
堂
宇
を
失

っ
た
の
で
あ
っ
た
。

園
）

さ
れ
て
い
た
宗
祖
御
真
骨
が
、
新
た
に
造
ら
れ
た
御
頭
塔
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
の
宗
祖
御
真
骨
は
、
日
朝
の
手
に
よ
っ
て
西
谷
の
地
か
ら
現
今
の
山
腹
の
地
に
移
さ
れ
て
二
重
塔
に
祭
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、（劇
）

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
十
七
世
日
新
の
時
に
一
間
半
八
角
の
廟
堂
と
拝
殿
を
も
つ
奉
安
所
が
造
ら
れ
、
更
に
慶
長
年
間
（
一
六
○
○

頃
）
お
万
の
方
に
よ
っ
て
三
間
半
四
方
の
御
真
骨
宝
蔵
が
営
ま
れ
、
後
に
述
べ
る
文
政
年
間
の
炎
上
に
は
再
度
に
わ
た
っ
て
復
興
さ
れ
、

そ
し
て
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
の
大
火
後
に
は
現
在
の
八
角
五
間
四
方
の
御
真
骨
堂
の
再
建
成
就
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
の
延
山
炎
上
に
つ
い
て
、
は
る
か
長
崎
平
戸
の
城
主
で
あ
っ
た
松
浦
静
山
は
、
そ
の
著
『
甲
子
夜
話
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述

身
延
山
諸
堂
建
立
考
（
林
）
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べ
て
い
る
。

身
延
山
焼
亡
の
こ
と
は
、
或
人
日
。
そ
の
時
本
堂
に
彼
の
山
徒
寄
合
ひ
居
て
、
何
か
為
た
り
し
が
（
博
突
な
ら
ん
、
な
ど
人
云
け

る
）
、
飯
を
食
せ
ん
と
暫
く
退
し
間
に
火
発
せ
り
。
人
為
返
り
来
れ
る
頃
は
は
や
猛
炎
近
づ
く
べ
か
ら
ず
し
て
、
祖
師
堂
に
火
及
ん

で
、
祖
像
も
焚
ん
と
す
る
を
、
住
山
の
僧
年
七
十
六
な
る
が
、
担
き
て
十
町
余
も
あ
る
坂
路
を
逃
れ
下
り
、
災
を
脱
れ
た
り
と
ぞ
。

こ
の
祖
像
は
、
日
蓮
在
世
に
そ
の
弟
子
日
法
上
人
の
、
目
の
当
り
日
蓮
の
容
貌
を
視
て
刻
め
る
肖
像
な
り
。
因
て
其
長
け
も
人
身
の

（
恋
）

如
く
な
る
を
、
か
の
老
僧
の
持
出
た
る
は
、
日
蓮
精
神
の
在
る
所
な
ら
ん
。

（
記
）

当
時
既
に
平
戸
藩
主
の
座
を
譲
っ
て
い
た
静
山
が
、
こ
の
話
し
を
は
た
し
て
遠
い
九
州
長
崎
で
聞
き
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
か
は
未
祥
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
か
な
り
天
下
の
耳
目
を
驚
か
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
火
災
の
原
因
に
つ
い

て
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
風
聞
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
ｏ
こ
の
時
期
頻
発
す
る
災
厄
の
原
因
を
那
辺
に
求
め
た
ら
い
い
の
か
。
人
事
で
は
尽
し
が

た
い
不
運
が
重
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
当
時
の
識
者
か
ら
盛
に
非
難
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
仏
教
の
風
儀
の
頽
廃
が
延
山
に
も

及
ん
で
い
た
と
承
る
べ
き
か
。

更
に
同
十
二
年
に
は
五
重
塔
か
ら
出
火
し
、
合
計
二
十
八
棟
の
伽
藍
堂
宇
を
失
っ
て
い
る
。

そ
し
て
明
治
八
年
一
月
十
日
、
西
谷
本
種
坊
か
ら
出
た
火
は
全
山
に
猛
火
を
ふ
る
い
、
本
堂
、
祖
師
堂
な
ど
本
院
諸
堂
七
十
五
棟
を
塵

灰
と
な
し
、
な
お
支
院
、
町
家
に
も
そ
の
類
を
及
ぼ
し
て
都
合
百
四
十
四
棟
の
堂
宇
を
焼
失
せ
し
め
る
と
共
贋
そ
れ
ま
で
度
々
の
災
厄

に
も
か
か
わ
ら
ず
大
切
に
格
護
し
て
き
た
宗
祖
御
真
蹟
を
全
て
鳥
有
に
帰
し
て
し
ま
い
、
身
延
山
火
災
中
最
大
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
ま
っ
た
く
か
え
す
が
え
す
も
残
念
で
、
申
し
訳
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

身
延
山
諸
堂
建
立
考
（
林
）

(〃9）



し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
災
害
に
も
め
げ
ず
、
身
延
は
山
中
と
い
う
不
便
な
と
こ
ろ
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
度
に
人
を
得
、
浄
財
を

得
て
再
建
に
立
ち
上
が
っ
て
き
た
。
そ
し
て
や
が
て
現
存
の
諸
伽
欺
を
整
え
、
更
に
こ
の
度
の
本
堂
建
立
へ
と
、
着
実
に
復
興
・
発
展
の

歩
ゑ
を
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
徳
は
い
づ
れ
も
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
に
帰
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
こ
に

尽
し
て
き
た
人
々
の
努
力
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

今
後
資
料
を
整
え
、
こ
の
問
題
に
付
随
す
る
造
営
澱
等
の
諸
々
の
問
題
を
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
整
理
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

る
。

〔
註
〕

（
１
＆
）

（
の
昼
）

（
ｑ
》
）

（
４
篭
）

（
員
》
）

（
《
Ｄ
） 本

稿
に
つ
い
て
は
北
沢
光
昭
氏
か
ら
御
示
教
を
得
た
ｏ
記
し
て
、
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

（
こ
の
小
稿
を
、
常
に
変
ら
ぬ
慈
眼
を
も
っ
て
私
の
拙
い
研
究
活
動
を
見
守
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
里
見
先
生
の
古
稀
の
祝
い
に
捧
ず
る
）

同
右
一
四
二
頁

同
右 「

秋
元
御
脅
」
定
遺
一
七
三
九
頁

身
延
町
役
場
発
行
『
身
延
町
の
現
状
と
そ
の
展
望
』

宮
崎
英
修
「
日
蓮
聖
人
晩
年
の
健
康
を
め
ぐ
っ
て
」

「
庵
室
修
復
書
」
定
遺
一
四
一
○
頁

身
延
山
諸
堂
建
立
考
（
林
）

お
わ
り
に

二
頁

（
『
大
崎
学
報
』
一
○
三
号
）
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（
７
）
室
住
一
妙
『
行
学
院
日
朝
上
人
』
八
六
頁

（
８
）
『
妙
法
寺
年
録
』
（
『
甲
斐
叢
書
』
八
巻
二
七
四
頁
）

（
９
）
『
日
海
記
』
（
『
宗
全
曽
三
巻
ニ
ハ
○
頁
）

（
皿
）
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
八
月
十
四
日
の
台
風
七
号
に
よ
っ
て
、
廟
域
の
歴
代
法
主
墓
石
は
十
三
基
が
流
出
し
、
常
経
殿
の
地
下
に
は
土
砂

が
流
入
す
る
な
ど
し
た
。
被
害
は
廟
域
に
と
ど
ま
ら
ず
身
延
全
山
に
わ
た
っ
た
。

（
、
）
『
鷲
の
御
山
』
一
○
一
頁

ヘヘヘグ角、へへ〆、へへへへへへへへへ
26252423222120191817161514131211
曹、＝ノ曹嘗嘗一一、=ノゼーー、-ノー、‐ノ雪嘗

東
洋
文
庫
『
甲
子
夜
話
』
四
巻
一
五
四
頁

静
山
は
宝
暦
十
年
（
一
七
六
○
）
に
生
れ
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
祖
父
の
あ
と
を
う
け
て
藩
主
と
な
り
藩
政
に
尽
し
た
が
、
文
化
三
年
（
一

八
○
六
）
子
に
封
を
譲
っ
て
退
隠
し
、
以
後
読
書
自
適
の
生
活
を
送
っ
た
。
『
甲
子
夜
話
』
は
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
十
一
月
甲
子
の
夜
に
そ
の

見
聞
の
筆
録
に
着
手
し
、
正
・
続
二
百
巻
を
著
わ
し
、
後
編
百
巻
の
予
定
が
八
十
巻
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
没
し
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
続
身
延
山
史
』
第
一
章
祖
廟
整
備
の
進
展
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
巻
尾
六
頁

藤
井
教
雄
編
『
御
本
尊
鑑
遠
沽
院
日
亨
上
人
』
所
収

身
延
山
久
遠
寺
身
延
文
庫
所
蔵

「
兵
衛
志
殿
御
返
事
」
定
遺
一
六
○
六
頁

「
曾
谷
殿
御
返
事
』
定
遺
一
六
六
四
頁

宮
崎
英
修
前
掲
稿

身
延
山
諸
堂
建
立
考
（
林
）

同
右

『
宗
全
』
一
巻
四
四
六
頁

同
右
四
四
九
頁

『
日
蓮
教
団
全
史
』
上
一
九
四
頁
。

『
宗
全
』
二
巻
三
八
二
頁

『
日
蓮
教
団
全
史
』
上
五
五
頁

な
お
同
書
は
こ
の
時
の
日
祐
登
山
の
日
を
康
永
三
年
と
し
て
い
る
が
、
同
元
年
の
誤
り
。
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