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六
十
歳
の
秋
を
西
谷
で
静
か
に
迎
え
た
日
蓮
聖
人
は
、
身
延
山
を
こ
の
上
な
く
愛
し
、
尊
い
霊
山
で
あ
る
と
受
け
と
め
、
こ
の
頃
に
は
、

弟
子
や
檀
越
に
対
し
て
も
、
法
華
経
の
根
本
道
場
で
あ
る
こ
と
を
、
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。

( 1 ) 

涼
風
の
な
か
で
や
や
健
康
を
と
り
も
ど
す
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ

た
。
そ
う
し
た
九
月
十
一
日
に
南
条
兵
衛
七
郎
か
ら
、
塩
一
駄
・
大
豆
一
俵
・
鶏
冠
莱
一
袋
・
酒
一
筒
等
の
食
糧
品
が
送
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
折
り
の
御
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
遣
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
上
野
圏

内

F

’
s

ゆ
か
し
〈

hv

よ
り
御
帰
宅
侯
後
未
ν
入
－
－
見
参
－
候
、
跡
敷
存
候
し
を
品
々
の
物
ど
も
取
副
候
て
御
音
信
に
預
候
事
申
尽
苧
御
志
に
て
島
ど
あ
る
の

す
で
に
慢
性
化
し
た
病
状
も
、

一
進
一
退
の
う
ち
に
夏
を
越
し
、

で
、
こ
の
頃
は
し
ば
ら
く
南
条
家
と
の
交
信
が
た
え
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
南
条
兵
衛
七
郎
と
い
う
人
物
で
あ
る
が
、
こ
の
人
は
時
光
や
七
郎
五
郎
の
父
に
当
る
。
聖
人
と
は
鎌
倉
で
知
り
合
い
に
な

《

2
v

り
、
入
信
し
て
一
家
を
あ
げ
篤
い
信
仰
を
持
っ
た
。
南
条
新
左
衛
門
頼
員
の
弟
で
、
妻
は
松
野
六
郎
の
女
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
文

（

3
v
 

永
二
年
頃
に
臨
終
正
念
で
残
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
い
う
南
条
兵
衛
七
郎
と
い
う
の
は
、
七
郎
次
郎
時
光
の
こ
と
を
指

身
延
山
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蓮
聖
人
ハ
上
田
）
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し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
釈
迦
仏
は
、
我
を
無
量
の
珍
宝
を
以
て
億
劫
の
閑
供
養
せ
ん
よ
り
は
、
末
代
の
法
華
経
の
行
者
を
一
日
な
り
と
も
供
養
せ
ん
功
徳

キ

p

y

h

は
、
百
千
万
億
倍
過
ぐ
べ
し
と
こ
そ
説
せ
給
て
候
に
、
法
華
経
の
行
者
を
心
に
入
て
数
年
供
養
し
給
事
、
難
レ
有
御
志
哉
。
如
エ
金
一
吉
田
－

者
、
た
て
後
生
は
霊
山
浄
土
に
久
れ
休
へ
し
。
い
み
じ
き
果
報
命
v

」

と
外
護
の
檀
越
に
対
す
る
功
徳
の
甚
多
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
定
て
後
生
は
霊
山
浄
土
に
生
れ
給
ベ
し
」
と
い
う
表
現
か

ら
す
る
と
、
い
か
に
も
霊
山
浄
土
は
、
後
生
で
な
け
れ
ば
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
処
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
聖
人
の
い
う
霊
山

浄
土
は
、
必
ず
し
も
死
後
の
来
世
で
な
け
れ
ば
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
後
生
に
お
い

て
も
生
ま
れ
る
こ
と
の
で
き
る
浄
土
で
は
あ
る
が
、
後
生
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
右
の
文
の
す
ぐ
あ
と
に
、
身

「
此
処
は
人
倫
を
離
れ
た
る
山
中
也
。
東
西
南
北
を
去
て
里
も
な
し
。
か
か
る
い
と
心
細
き
幽
窟
な
れ
ど
も
、
教
主
釈
尊
の
一
大
事

( 2 ) 

延
山
の
こ
と
を
指
し
て
、

の
秘
法
を
盆
鷺
山
に
し
て
相
伝
し
、

日
蓮
が
肉
団
の
胸
中
に
秘
し
て
隠
し
持
て
り
。
さ
れ
ば
日
蓮
が
胸
の
間
は
諸
仏
入
定
の
処
也
。

舌
の
上
は
転
法
輸
の
所
、
喉
は
誕
生
の
処
、

ロ
中
は
正
覚
の
砲
な
る
べ
し
。
か
か
る
不
思
議
な
る
法
華
経
の
行
者
の
住
処
な
れ
ば
、

い
か
で
か
霊
山
浄
土
に
劣
る
べ
き
。
法
妙
な
る
が
故
に
人
貴
し
。
人
貴
き
が
故
に
所
尊
と
申
は
是
也
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、

一
応
は
後
生
に
霊
山
浄
土
へ
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
対
機
説
法
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
す

ぐ
あ
と
で
、
法
華
経
行
者
の
住
処
を
も
っ
て
、
霊
山
浄
土
に
劣
ら
ぬ
処
で
あ
る
と
し
、
現
世
に
お
い
て
の
霊
山
浄
土
を
示
し
、
神
力
品
に

お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
た
と
え
林
中
・
樹
下
・
僧
坊
い
ず
れ
の
処
に
あ
っ
て
も
、
即
是
道
場
で
あ
り
、
法
華
経
行
者
の
住
処
は
い
ず

こ
に
あ
っ
て
も
、
直
に
霊
山
浄
土
た
り
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
な
か
で
も
身
延
山
を
も
っ
て
、
最
も
勝
れ
た
処
で



あ
る
と
理
解
し
、

「
此
砲
に
望
ま
ん
輩
は
無
始
の
罪
障
忽
に
消
滅
し
、
三
業
の
悪
転
じ
て
三
徳
を
成
ぜ
ん
〈
乃
至
〉
彼
月
支
の
霊
鷲
山
は

本
朝
此
身
延
の
鼠
也
。
」
と
言
明
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

即
ち
、
聖
人
の
身
延
霊
山
説
は
、
晩
年
に
至
っ
て
次
第
に
確
定
的
と
な
り
、
身
延
山
は
霊
鷲
山
に
似
て
い
る
と
い
う
中
期
の
表
現
か
ら
、

さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、
「
身
延
即
霊
山
」
と
い
う
考
え
方
に
進
展
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
現
れ
が
、
こ
の
御
書
の
中

4

Y

，
J

，
 

に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
「
彼
中
天
竺
の
無
熱
池
に
臨
し
悩
者
が
、
除
－
－
愈
心
中
熱
気
－
充
満
其
願
如
清
涼
池
と
う
そ
ぶ
き

，
m
 

し
も
、
彼
此
異
な
り
と
い
へ
ど
も
、
其
意
は
争
か
替
る
べ
き
」
と
述
べ
て
、
、
身
延
山
を
中
印
度
の
無
熱
池
に
響
え
、
こ
の
地
に
足
を
運
ぶ

者
は
、
罪
障
消
滅
し
転
悪
成
徳
の
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
最
後
に
「
参
詣
進
に
中
絶
せ
り
。
急
々

ね

，

吋

，

，

チ

ツ

テ

に
可
レ
企
－
－
来
臨
－
。
是
に
て
待
入
候
ベ
し
。
」
と
記
し
、
日
本
の
無
熱
池
た
る
身
延
山
へ
の
参
詣
を
勧
奨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
身

延
山
を
も
っ
て
、
端
に
益
山
浄
土
に
擬
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
霊
山
浄
土
た
る
身
延
山
へ
参
詣
す
る
こ
と
に
よ
り
、
無
始
の

( 3 ) 

罪
障
が
消
滅
さ
れ
、
妙
法
五
字
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
、
三
業
の
悪
が
三
徳
と
転
じ
、
現
身
に
仏
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

最
も
大
き
な
聖
人
の
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
み
る
な
ら
ば
、
仏
在
世
の
霊
山
浄
土
は
、
印
度

の
霊
鷲
山
で
あ
り
、

滅
後
末
法
の
霊
山
浄
土
は

「
法
華
経
の
行
者
の
住
処
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
の
最
も
代
表
的
な
具
体
的
場
所

は

「
本
朝
此
身
延
の
嶺
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

聖
人
が
身
延
へ
入
山
の
当
初
は
、

「
結
句
は
一
人
に
な
っ
て
日
本
国
に
流
浪
す
べ
き
色
と
述
べ
な
が
ら
も
、
九
年
間
一
度
も
山
を
離

れ
て
山
外
に
出
る
こ
と
な
く
、
あ
え
て
身
延
山
に
住
居
を
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
や
は
り
こ
う
し
た
考
え
が
、
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
か
ら

で
は
な
か
っ
た
か
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
身
延
山
を
「
心
中
に
叶
」
っ
た
山
と
し
て
入
山
当
初
か
ら
、
九
年
後
に
下
山
す
る

ま
で
一
貫
し
て
持
ち
続
け
、
年
と
共
に
そ
の
度
合
い
を
深
め
、

つ
い
に
霊
山
浄
土
と
し
て
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
は
、
間
違
い
な
い

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
〈
上
回
〉
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円

7
》

も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

《

8
v

九
月
に
は
も
う
一
度
、
二
十
日
に
御
供
養
の
品
々
が
上
野
殿
か
ら
届
け
ら
れ
た
。
「
い
ゑ
の
い
も
一
駄
・
こ
ば
う
一
つ
と
・
大
根
六
本
」

と
い
っ
た
食
糧
品
で
あ
る
。

「
い
も
は
石
の
ご
と
し
。
ご
ば
う
は
大
牛
の
角
の
ご
と
し
。
大
根
は
大
仏
堂
の
大
く
ぎ
の
ご
と
し
。
あ
ぢ
わ

ひ
は
切
利
天
の
甘
露
の
ご
と
し
。
」
と
形
容
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
、
当
時
と
し
て
は
貴
重
な
食
糧
で
あ
り
、
病
身
を
支
え
る
上
で
、

モ

「
千
金
の
金
を
も
て
る
者
う
え
て
し
（
餓
死
〉
ぬ
。

大
切
な
栄
養
源
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
つ
め
る
者
に
こ
れ
劣
れ
り
。
経
云
う
え
た
る
世
に
は
よ
ね
〈
米
〉
た
つ
と
し
と
云
云
。

法
は
此
道
理
を
わ
き
ま
う
べ
き
に
て
馬
」
と
諮
っ
て
い
る
。

一
飯
を
つ
と
〈
萱
〉
に

一
切
の
事
は
固
に
よ
り
、
時
に
よ
る
事
也
。
仏

い
つ
も
飢
僅
が
襲
い
、
人
々
の
食
生
活
は
、
想
像
を
絶

す
る
貧
し
き
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
牛
馬
路
レ
巷
骸
骨
充
ν路
、
招
ν
死
之
輩
既
超
コ
大
半
－
、
不
レ
悲
ν之
族
敢
無
三
人
こ
と
い
う
現
実

聖
人
在
世
当
時
は
、
す
で
に
『
立
正
安
国
論
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

( 4 ) 

の
中
に
あ
っ
て
、
し
か
も
山
中
の
交
通
不
便
な
草
庵
で
、
病
身
を
癒
す
こ
と
は
、
安
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
は
聖
人

だ
け
で
は
な
く
、

一
般
の
食
生
活
も
極
度
に
逼
迫
し
て
お
り
、
芋
・
牛
芳
・
大
根
と
い
っ
た
野
菜
類
も
簡
単
に
は
入
手
で
き
な
い
状
熊
の

中
で
、
乏
し
い
中
か
ら
の
ご
供
養
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

「
切
利
天
の
甘
露
」
と
し
て
味
わ
う
こ
と
が
で
き
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

ま
た
、

ご
切
の
事
は
固
に
よ
り
、
時
に
よ
る
事
」
と
し
た
の
も
、

い
か
に
も
「
弘
安
の
役
」
の
後
だ
け
に
、

「
国
」
と
「
時
」
を
重

く
み
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
仏
法
と
は
こ
う
し
た
道
理
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
だ
と
す
る
点
に
も
、
こ
の
頃
の
聖
人
に
お
け
る
考
え
方
の

一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
道
理
を
わ
き
ま
え
る
と
は
、

一
つ
に
は
仏
法
の
道
理
、
こ
に
は
世
法
の
道
理
で
あ
る
が
、
仏
法
の
道
理

が
正
し
け
れ
ば
、
世
法
の
道
理
も
ま
た
正
常
さ
を
保
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
立
場
が
、
聖
人
の
基
本
的
立
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
尚
、

こ
の
お
礼
状
は
『
上
野
殿
御
返
事
』
と
し
て
、
本
満
寺
本
の
写
本
が
伝
わ
っ
て
い
る
。



ま
た
九
月
に
は
「
俗
日
常
」
に
授
与
さ
れ
た
憂
茶
羅
と
、

「
俗
守
常
」
あ
て
の
も
の
、
計
二
幅
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
日
常
授
与
の
憂
茶

羅
は
、
山
梨
県
休
息
の
立
正
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
二
幅
と
も
筆
勢
は
力
強
く
、
病
身
は
い
さ
さ
か
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
是
茶
羅
の

上
か
ら
み
る
と
、
聖
人
は
最
後
ま
で
力
を
入
れ
て
書
写
さ
れ
て
お
り
、
現
存
す
る
弘
安
五
年
六
月
の
最
後
の
御
本
尊
ま
で
、
筆
法
は
調
っ

て
力
が
入
り
、
精
神
を
こ
め
て
記
さ
れ
た
跡
が
判
然
と
し
て
い
る
。
日
常
・
守
常
と
い
っ
た
人
が
ど
の
よ
う
な
信
徒
で
あ
っ
た
か
明
確
で

は
な
い
が
、
こ
の
頃
の
数
少
な
い
娃
茶
羅
が
授
与
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
、

か
な
り
の
信
交
が
あ
り
、
篤
信
の
徒
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

二
、
弘
安
四
年
の
秋
（
十
月
〉

十
月
に
入
る
と
聖
人
の
病
状
は
、

ま
た
重
く
な
ら
れ
、
書
簡
に
よ
る
返
事
を
記
す
の
に
も
、
時
と
し
て
耐
え
難
い
状
熊
で
あ
っ
た
。
十

( s ) 

四
日
付
の
富
木
入
道
か
ら
の
書
状
は
十
七
日
に
西
谷
へ
到
着
し
た
。
さ
ら
に
「
後
の
七
月
十
五
日
」
の
御
消
息
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
二

「
老
病
」
の
た
め
食
欲
も
ほ
と
ん
ど
な
い
状
熊
だ
っ
た
の
で
、
返
信
が
脅
け
な
か
っ
た
。

さ
ヲ
【
担
》

御
返
事
』
に
よ
れ
ば
、
「
其
外
難
レ
賜
－
－
度
度
貴
札
－
為
＝
老
病
－
之
上
叉
不
食
気
候
間
未
レ
奉
＝
返
報
一
候
条
其
恐
不
ν少
候
」
と
あ
る
の
で
、
こ

『
宮
城
入
道
殿

十
日
頃
に
到
着
し
て
い
た
が
、

の
頃
の
健
康
状
熊
が
、
極
め
て
不
調
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
御
番
の
真
蹟
に
つ
い
て
は
、
中
山
蔵
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
昭
和
定
本
』
で
は
、

「
但
門
下
代
筆
？
」
と
疑
問
を
提
示
し
た
か
た

ち
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
浅
井
要
麟
教
授
は
中
山
蔵
の
原
書
に
つ
い
て
、
稲
田
海
素
師
の
説
と
同
じ
く
真
蹟
で
は
な
い
事
を
明
ら
か
に
し

《

nv

て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
御
番
は
蒙
古
の
大
軍
が
来
襲
し
て
、
国
難
に
あ
っ
た
時
、
大
暴
風
雨
に
よ
っ
て
敵
船
が
沈
没
し
て
、
困
難
か
ら
ま

ぬ
が
れ
た
の
は
、
真
言
宗
諸
師
の
祈
龍
調
伏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
が
、
鎌
倉
に
流
れ
た
の
で
、
富
木
氏
が
こ
の
説
を
西
谷
へ
伝

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
〈
上
田
〉



身
延
山
晩
年
の
回
避
聖
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〉

え
て
来
た
の
に
対
し
、
承
久
の
乱
の
先
例
を
挙
げ
て
、
誘
法
の
徒
が
行
う
修
法
で
は
、
真
の
成
就
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
『
需
君
主
で
は
、
喜
の
こ
と
を
「
承
久
合
戦
之
問
艶
と
あ
り
、
『
日
諦
目
き
で
は
「
報
富
木
氏
魯
」

と
し
て
別
に
「
承
久
消
鈴
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
本
満
寺
本
』
で
は
「
十
月
廿
二
日
」
の
日
付
が
入
っ
て
い
る
。
本
書
に
つ
い
て
は

《路》

偽
撰
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
浅
井
要
麟
師
の
説
の
如
く
、

「
考
証
は
当
否
相
半
ば
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、

一
概
に
決
す
る
こ
と
は

む
ず
か
し
い
と
い
え
る
。

で
あ
り
、

V
キ

ス

曳

ι
w
J

冒
頭
の
「
今
月
十
四
日
御
札
同
十
七
日
到
来
。
叉
去
後
七
月
十
五
日
御
消
息
同
二
十
比
到
来
」
と
い
う
記
述
は
、
真
実
性
に
富
む
も
の

「
賜
＝
度
度
貴
札
こ
と
い
う
事
実
は
、
実
際
に
受
取
っ
た
人
で
な
く
て
は
わ
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
全
く
後
人
に

よ
っ
て
偽
作
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
が
た
い
。
恐
ら
く
は
『
定
本
遺
文
』
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
ば
近
く
に
侍
し
て
い
た
弟
子
の

チ

Y
ヂ

’

hv

だ
れ
か
が
、
聖
人
に
代
っ
て
筆
を
執
っ
た
も
の
か
、
或
い
は
口
述
筆
記
し
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
「
仰
忍
ν病
一
端
是
を
申
候
は
ん
。
」

( 6 ) 

と
い
う
病
状
か
ら
推
し
て
、
師
の
口
述
を
弟
子
が
筆
記
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
充
分
で
き
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

此
の
御
脅
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
富
木
氏
が
し
ば
し
ば
西
谷
へ
番
を
送
り
、
聖
人
の
安
否
を
心
配
さ
れ
る
と
同
時
に
、
な
に
く
れ

と
外
護
の
丹
精
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

h
a
v
y
R
a
u
v
 

末
文
近
く
に
「
又
必
し
い
ぢ
ハ
推
地
〉
の
四
郎
が
事
は
承
候
畢
」
と
あ
っ
て
、
推
地
四
郎
が
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
人
は
鎌
倉
在
住
の

武
士
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
詳
し
い
事
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
『
宗
祖
御
遷
化
記
録
』
に
よ
る
と
、

《

mv

推
地
四
郎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
晩
年
の
聖
人
に
使
え
、
教

「
御
葬
送
次
第
」
の

中
に
、
後
陣
の
弁
阿
閤
梨
の
も
と
で
、
兵
衛
志
の
次
に
「
御
腹
巻

化
に
浴
し
て
い
た
篤
信
の
徒
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
齢
六
十
に
及
ん
で
い
る
の
で
、
天
台
大
師
の
御
報
恩
識
を
催
す
つ
も
り
で
あ
る
が
、

「
み
ぐ
る
し
げ
に
候
房
を
ひ
き
つ
く
ろ
い



《
却
）

候
と
き
に
、
さ
く
れ
う
〈
作
料
〉
に
お
ろ
し
て
候
な
り
。
」
と
あ
る
の
で
、
大
師
講
ま
で
に
は
草
庵
を
改
修
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が

「
み
ぐ
る
し
げ
に
」
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
建
治
三
年
の
冬
に
十
二
の
柱
が
傾
き
、
壁
の
落
ち
た
あ
と
、

《
却
》

復
し
た
も
の
の
、
人
夫
も
な
く
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
応
急
処
置
が
と
ら
れ
た
草
庵
は
、
い
よ
い
よ
住
む
に
支
障
を
き
た
す
状
熊
と
な
っ
た

一
回
一
は
修

知
れ
る
。

た
め
、
大
勢
の
門
下
を
集
め
て
大
師
講
を
修
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
み
ぐ
る
し
げ
な
る
草
庵
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
御
書
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
聖
人
が
朽
ち
果
た
草
庵
を
大
改
修
す
る
た
め
の
目
的
は
、
自
身
の
た
め
で
は
な
く
、
六
十
歳
の
還

暦
を
迎
え
た
記
念
に
、

大
師
講
を
営
み
報
恩
の
誠
を
捧
げ
る
た
め
、

多
く
の
門
下
を
一
堂
に
会
さ
せ
る
必
要
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

ご
閤
浮
提
第
一
の
法
華
堂
造
た
り
、
と
霊

ぅ
。
富
木
氏
か
ら
の
銭
四
貫
も
そ
の
折
り
の
建
築
費
用
に
当
て
る
つ
も
り
で
あ
る
と
述
べ
、

山
浄
土
に
御
参
候
は
ん
時
は
申
あ
げ
さ
せ
給
ベ
し
よ
と
い
う
文
で
結
ば
れ
て
い
る
。
故
に
端
な
る
草
庵
の
改
修
で
は
な
く
、
今
度
は
ご

閤
浮
提
第
一
の
法
華
堂
」
を
建
立
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

「
第
一
」
と
い
う
の
は
、
伽
藍
規
模
だ
け
を
意
味
す
る

( 1 ) 

も
の
で
は
な
く
、
第
一
の
経
王
た
る
法
華
経
の
殿
堂
を
建
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
深
い
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
聖
人
は
こ
の
頃
、
法
華
堂
の
建
立
を
決
意
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
一
か
月
の
ち
の
十
一
月
に
、
草
庵
の
大
改
修
が
お
こ
な
わ
れ
、
妙
法
華
院
久
遠
寺
が
建
立
さ
れ
る
に
至
り
、
現
実
化
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
富
木
入
道
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
「
銭
四
貫
」
を
も
っ
て
、
そ
の
費
用
の
一
部
に
あ
て
る
こ
と
を
記
し
お
か
れ
て

い
る
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

蹟
が
あ
る
。

さ
て
十
月
も
下
旬
に
入
っ
た
二
十
七
日
に
、
同
じ
く
富
木
氏
宛
の
一
書
『
越
州
嫡
男
並
妻
尼
事
』
と
名
付
け
ら
れ
た
一
紙
十
一
行
の
真

「
九
月
九
日
写
鳥
、
同
十
月
廿
七
日
飛
来
仕
候
了
」
と
あ
る
の
で
、
返
信
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
越
後
守
時
盛
の
次
子
で

「
過
分
事
欺
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の

あ
る
時
光
が
妻
尼
ら
と
謀
反
を
企
て
た
疑
に
よ
り
、
異
島
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
を
あ
げ
、

身
延
山
晩
年
の
回
避
聖
人
〈
上
回
）
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山
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田
〉

時
光
は
聖
人
に
対
し
て
弾
圧
を
加
え
た
武
蔵
守
宜
時
の
従
兄
に
当
る
人
で
あ
る
。
ま
た
四
条
三
郎
左
衛
門
尉
の
書
簡
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
「
伊
与
殿
事
、
存
外
性
情
智
者
也
。
当
時
学
問
無
ν隙
」
と
記
し
て
い
る
。
伊
与
殿
と
は
、

富
木
氏
の
義
子
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
お
り
、
秀
れ
た
智
者
と
し
て
、
習
学
に
専
念
し
て
い
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
文
面
か
ら
受
け
る
感
じ
で
は
、
当
時
、
伊
与
房

は
西
谷
に
あ
っ
て
、
聖
人
の
も
と
で
習
学
に
い
そ
し
ん
で
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
よ
う
。
病
身
の
聖
人
に
仕
え
つ
つ
学
問
の
道
に
精
進
し

て
い
た
様
子
が
わ
か
る
よ
う
で
あ
る
。
断
片
一
紙
の
た
め
詳
し
い
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
頃
、
各
地
の
弟
子
や
信
徒
ら
か
ら
、
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
を
知
ら
せ
る
書
信
が
、
西
谷
へ
飛
来
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
て
く
る
。

聖
人
は
い
つ
も
各
地
の
門
下
か
ら
、
圏
内
に
お
け
る
政
治
や
社
会
の
動
き
等
に
関
す
る
情
報
を
、
集
収
し
て
、
適
切
な
判
断
を
下
し
、

門
下
へ
の
指
示
を
流
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
身
は
西
谷
の
草
庵
に
在
っ
て
も
、
当
時
と
し
て
は
早
い
情
報
の
入
手
が
で
き
て
い
た
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
先
き
の
他
国
俊
一
過
の
難
に
つ
い
て
も
、

い
ち
早
く
－
－

a
l
ス
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
態
勢
を
持
っ
て
い
た
の

( 8 ) 

で
あ
る
。
門
下
の
主
要
な
人
々
が
、
常
に
聖
人
の
情
報
網
と
し
て
、
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
よ
う
。

時
光
流
罪
の
ユ
ュ
l
ス
も
、
当
時
と
し
て
は
な
か
な
か
伝
り
に
く
い
甲
斐
の
山
奥
に
、
飛
来
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
聖
人
は
こ
う

し
た
情
報
を
早
く
察
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
地
に
散
在
す
る
門
下
に
対
し
て
、
時
宜
を
え
た
指
導
や
教
化
を
与
え
、
門
下
の
充
実
に
資

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
み
て
も
、
身
延
時
代
の
聖
人
の
生
活
は
、
端
な
る
隠
居
生
活
で
は
な
か
っ
た
こ

と
が
首
肯
で
き
よ
う
。

た
し
か
に
入
山
の
直
後
は
、

一
種
の
敗
北
感
に
似
た
感
慨
を
持
ち
、
流
浪
の
旅
に
の
ぼ
る
つ
も
り
も
一
分
あ
っ
た
よ
う
に
受
け
取
れ
る

面
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
時
の
心
理
的
に
複
雑
な
一
コ
マ
を
表
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
聖
人
の
心
的
内
面
の
す
べ
て
を

し
め
て
い
た
と
い
う
事
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。



さ
て
晩
年
の
こ
の
頃
に
至
る
と
、
病
身
で
あ
っ
た
こ
と
も
加
わ
り
、
筆
を
手
に
す
る
こ
と
が
、
従
来
の
よ
う
な
わ
け
に
行
か
ぬ
こ
と
も

多
く
、
長
茶
羅
の
授
与
に
つ
い
て
も
、
た
や
す
く
記
す
こ
と
は
、
次
第
に
む
ず
か
し
く
な
っ
て
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ

の
時
期
に
、
御
書
や
長
茶
羅
の
授
与
者
は
聖
人
と
の
関
係
が
、
よ
ほ
ど
密
接
な
者
で
あ
っ
た
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
る
。
十
月
に
は
、
次
の

四
幅
の
長
茶
羅
が
図
顕
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
門
下
に
授
与
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

一
つ
は
千
葉
市
の
随
喜
文
庫
に
保
存
さ
れ
て
い
る
御
本
尊

で
、
授
与
者
は
削
損
さ
れ
不
明
で
あ
る
。
二
幅
目
は
俗
守
綱
授
与
で
、
京
都
本
法
寺
の
所
蔵
で
あ
る
。
三
幅
目
は
俗
真
永
に
授
与
し
た
も

の
で
、
高
知
市
要
法
寺
の
所
蔵
で
あ
る
。
四
幅
目
は
俗
近
吉
へ
与
え
た
も
の
で
京
都
本
能
寺
の
蔵
で
あ
る
。
四
幅
共
一
紙
で
、
四
菩
醸
の

表
現
等
に
、
や
や
従
来
の
筆
勢
と
異
り
を
感
ず
る
の
は
、
病
状
を
押
し
て
の
執
筆
で
あ
る
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
堂
宇
の
造
営

( 9 ) 

と
こ
ろ
で
、
西
谷
で
は
草
庵
が
い
よ
い
よ
い
た
み
が
ひ
ど
く
な
り
、
壁
や
柱
、
そ
れ
に
屋
根
も
雨
漏
り
が
大
き
く
な
り
、
こ
の
ま
ま
で

は
常
住
し
て
い
る
聖
人
は
も
と
よ
り
、
集
っ
て
き
て
開
法
し
よ
う
と
す
る
僧
俗
に
至
る
ま
で
、
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
地

元
の
波
木
井
氏
を
始
め
、
門
弟
ら
の
進
言
に
よ
り
、
草
庵
を
改
修
し
て
、
規
模
も
大
き
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
み
え
は
じ
め
た

の
で
あ
る
。

十
月
に
入
る
と
、
そ
の
相
談
は
急
テ
ン
ポ
で
進
展
し
た
。
先
き
の
富
木
氏
か
ら
の
「
銭
四
貫
」
も
、
そ
の
費
用
に
当
て
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
十
一
月
の
十
五
日
に
は
上
野
尼
御
前
か
ら
、
白
米
一
駄
と
、
洗
芋
一
俵
が
送
ら
れ
て
き
た
。
西
谷
で
は
普
請
も
一
段
落
し
て

《

nv

い
る
頃
で
あ
っ
た
。
そ
の
礼
状
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
末
尾
の
一
紙
の
み
真
蹟
現
存
で
、
京
都
本
禅
寺
に
あ
る
。
こ
の
尼
御
前
は
周
知
の

「
抑
京
消
息
を
見
候
へ
ば
、
尼
御
前
の
慈
父
故
松
亙
ハ
郎
左
衛
門
入
道
殿
の
忌
日
と
云
一
四

通
り
、
南
条
時
光
の
母
尼
の
こ
と
で
あ
り
、

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
（
上
回
）



身
延
山
晩
年
の
日
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人
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と
あ
る
の
で
、
尼
御
前
が
父
の
命
日
に
供
養
と
し
て
届
け
ら
れ
た
次
第
が
わ
か
る
。
松
野
氏
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
明
ら
か
な
通
り
、
駿

河
国
松
野
の
邑
主
で
、
聖
人
に
は
古
く
か
ら
の
外
護
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

「
妙
法
蓮
華
経
と
由
ぽ
蓮
に
底
ら
れ
て
候
」
と
い
う
文
で
始
る
一
文
に
は
、
「
蓮
華
」
の
説
明
が
詳
し
く
さ
れ
て
お
り
、
①
前
華
後
葉
、

②
前
菓
後
輩
、
③
一
華
多
菓
、
①
多
華
一
菓
、
⑤
無
筆
有
菓
、
等
と
花
の
種
類
を
挙
げ
、
蓮
華
は
他
の
花
と
異
り
、
華
菓
同
時
で
あ
る
と

「
法
華
経
と
申
は
手
に
取
ば
其
手
や
が
て
仏
に
成
り
、
口
に
唱
ふ
れ

し
て
、
因
果
同
時
に
当
る
も
の
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

ぱ
其
口
即
仏
也
」
と
い
う
因
行
果
徳
の
同
時
性
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
唐
の
祥
公
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
法
華
経
伝
記
』
に
出
て
く
る

ズ

烏
龍
と
、
そ
の
子
遺
龍
の
物
語
を
引
用
し
、
法
華
経
に
よ
っ
て
「
必
仏
に
な
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
物
語
は
法
華

経
の
霊
験
を
現
し
た
も
の
と
し
て
、
中
国
の
物
語
や
史
伝
と
共
に
、
聖
人
は
御
書
の
随
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
当
時
渡
っ
て
い
た
唐
・

天
竺
の
文
書
に
つ
い
て
、
仏
典
は
も
ち
ろ
ん
、
博
く
各
分
野
に
わ
た
っ
て
被
見
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。＋

命

的

》

「
此
由
を
は
わ
き
ど
の
よ
み
き
か
せ
ま
い
ら
さ
せ
給
ベ
し
。
事
そ
う
そ
う
に
て
く
わ
し
く
申
ず
候
。
」
と
な
っ
て
い
る
の

( 10 ) 

末
文
に
は
、

で
、
伯
番
房
日
興
が
富
士
方
面
一
帯
の
教
化
活
動
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
位
置
に
あ
り
、
常
に
門
下
の
動
静
に
つ
い
て
も
、
気
を
配
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
わ
ば
富
士
地
方
に
お
け
る
布
教
第
一
線
の
責
任
者
と
い
っ
た
立
場
で
あ
っ
た
ろ
う
。
日
興
に
限
ら
ず
六
老
僧
を

中
心
と
す
る
直
弟
子
の
門
下
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
あ
っ
て
、
西
谷
か
ら
の
指
示
に
従
い
つ
つ
、
聖
人
の
手
足
と
な
り
、
教
化
活
動
や
情

報
の
連
絡
等
に
、
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
た
と
い
え
る
。
聖
人
が
身
延
へ
入
山
さ
れ
て
か
ら
は
、
ま
す
ま
す
こ
の
傾
向
が
強
く
な
り
、

〔

mv

伝
道
の
出
先
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
す
結
果
と
も
な
っ
て
行
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

先
き
に
も
ふ
れ
た
通
り
、
十
一
月
は
い
よ
い
よ
草
庵
の
大
改
築
が
始
め
ら
れ
、
従
来
の
草
庵
か
ら
一
新
し
て
、
大
坊
・
小
坊
そ
れ
に
馬

舎
を
持
つ
寺
院
と
し
て
の
建
造
物
が
、
初
め
て
完
成
し
落
慶
式
の
行
事
が
、
盛
大
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
廿
五
日
付
で
領
主
の



南
部
六
郎
に
宛
た
『
地
引
御
書
』

に
よ
る
と
、

こ
の
時
の
坊
の
大
き
さ
は
十
間
四
面
に
庇
を
造
り
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
坊
の
敷
地
に
は
山
を
切
り
開
い
て
整
地
し
、
拡
張
工
事
も
行
い
、
十
月
か
ら
二
十
四
日
間
も
つ
い
や
し
て
、
用
地
の
準
備
が
調
え
ら

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
、
不
思
議
に
も
雨
が
全
く
な
く
、

日
九
日
十
日
は
く
も
り
で
、

工
事
は
順
調
に
進
展
し
て
い
っ
た
。
か
く
し
て
、

「
十
一
月
つ
い
た
ち
の
目
、
小
坊
つ
く
り
、
馬
や
つ
く
る
。
八
日
大
坊
の
柱
だ
て
、
九
日
十
日
葺
候
了
。
し
か
る
に
七
日
大
雨
、
八

ι
－－v
 

し
か
も
あ
た
た
か
な
る
事
、
春
の
終
の
ご
と
し
。
十
一
日
よ
り
十
四
日
ま
で
大
雨
ふ
り
、
大
雪
下
て
、

〔お》

か
た
き
事
か
ね
の
ご
と
し
。
」

今
に
里
に
き
へ
ず
。
山
は
一
丈
二
丈
雪
こ
ほ
り
て
、

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
先
ず
小
坊
と
馬
舎
が
、

一
日
に
造
ら
れ
、
七
日
に
は
浄
め
の
大
雨
が
あ
っ
て
、
八
日
に
大
坊
の
柱
建
て
が
あ

り
、
九
・
十
の
両
日
で
屋
根
が
葺
き
終
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
日
は
暖
か
な
日
和
で
、
建
築
日
和
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

( 11) 

こ
う
し
て
諸
堂
の
建
築
が
終
る
の
を
待
ち
構
え
て
い
た
よ
う
に
、
十
一
日
か
ら
は
地
固
め
の
大
雨
が
、
大
雪
に
か
わ
り
、
凍
っ
て
固
い

こ
と
は
金
属
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
諸
天
善
神
の
ご
守
護
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
二
十
四
日
に
落
慶
式
を
挙
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
前
日
の
二
十
三
日
か
ら
は
、
再
び
天
候
に
恵
ま
れ
、

「
そ
ら

晴
て
、
さ
む
か
ら
ず
。
人
の
ま
い
る
事
、
洛
中
か
ま
く
ら
の
町
の
申
酉
の
時
の
ご
と
し
。
さ
だ
め
で
子
細
あ
る
べ
き
か
。
」
と
い
う
状
熊

で
あ
っ
た
。
二
十
三
日
は
開
堂
供
養
の
た
め
の
準
備
で
、
山
内
は
い
つ
に
な
く
活
気
を
見
せ
、
各
地
か
ら
馳
せ
参
じ
た
弟
子
や
信
徒
ら
に

よ
っ
て
、
賑
や
か
に
仕
度
が
調
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

当
日
の
二
十
四
日
は
、
遠
近
か
ら
の
参
詣
者
が
多
数
集
い
、
ち
ょ
う
ど
京
都
や
鎌
倉
の
町
中
で
、
最
も
人
通
り
の
多
い
夕
方
四
時
か
ら

五
時
頃
に
か
け
て
の
賑
わ
い
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
諸
天
の
加
護
が
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
順
調
さ
と
天
候
に
恵
ま
れ
た
落

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
〈
上
田
〉



身
延
山
晩
年
の
回
避
聖
人
ハ
上
回
）

慶
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
身
延
山
久
遠
寺
創
建
に
ふ
さ
わ
し
い
日
々
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
か
く
し
て
従
来
の
住
み
馴
れ
て
き

た
草
庵
は
、
こ
こ
に
本
格
的
な
堂
宇
を
も
っ
た
建
築
と
し
て
、
生
れ
変
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
身
延
山
久
遠
寺
妙
法
華
院

と
こ
ろ
で
『
高
祖
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
建
物
を
も
っ
て
「
久
遠
寺
落
慶
」
と
し
、
「
縦
横
六
丈
、
山
号
一
－
身
延
－
寺
扇
＝
久
遠
－
、

v

’

’

・
h

ス

【

刷

副

》

十
一
月
二
十
四
日
修
＝
大
師
講
一
落
慶
、
遠
近
群
集
、
」
と
あ
り
、

「
身
延
山
久
遠
寺
」
の
号
が
、
こ
こ
で
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
『
仏
祖
統
紀
』
で
は
文
永
十
一
年
六
月
十
七
日
に
、
聖
人
が
西
谷
の
草
庵
へ
入
ら
れ
た
時
点
で
、
「
高
祖
扇
呼
＝
身
延
山
久

V
テ

ヲ

’

Amv

遠占－
h
－d
vと
い
う
説
を
立
て
て
い
る
。
『
本
化
別
頭
高
祖
伝
』
で
も
入
山
の
当
初
に
、
「
扇
呼
－
一
身
延
山
久
遠
寺
こ
と
し
、
『
身
延
鑑
』
に

av 

も
文
永
十
一
年
の
「
六
月
十
七
日
に
庵
室
を
む
す
び
身
延
山
久
遠
寺
妙
法
花
院
と
号
し
、
天
竺
霊
鷲
山
を
う
っ
し
、
」
と
な
っ
て
い
る
た

Q
M
む

『
年
譜
孜
異
』
で
は
此
の
点
を
「
不
審
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

( 12 ) 

め
聖
人
自
身
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
明
確
な
記
述
を
し
て
い
な
い
た
め
、
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、

「
身
延
山
」
の
号
は
、
入
山
の
初
期

よ
り
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
入
山
の
翌
年
文
永
十
二
年
二
月
十
六
日
の
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
に
は
、

由
パ

auあ
り
、
「
身
延
の
嶺
」
と
も
称
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
身
延
山
」
と
い
う
山
号
は
当
然
考
え
ら
れ
て
く
る
が
、
「
久
遠
寺
」
と

「
此
所
を
ば
身
廷
の
織
と

か
「
妙
法
華
院
」
と
い
う
寺
号
・
院
号
に
つ
い
て
は
、

い
つ
頃
か
ら
称
せ
ら
れ
た
も
の
か
、
確
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
蓑
夫
を
身
延
と
替
へ
玉
へ
る
は
入
山
早
々
に
し
て
、
文
永
十
二
年
二
月
十
六
日
の
御
消
息
に
、
此
所
を
ば

a
ω
v
 

身
延
の
獄
と
申
す
と
あ
る
に
徴
し
て
明
な
り
。
」
と
あ
り
、
元
来
「
譲
夫
」
で
あ
っ
た
も
の
を
「
身
延
」
と
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て

『
身
延
山
史
』
に
よ
る
と
、

い
る
。
し
か
し
、
久
遠
寺
と
称
し
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
弘
安
四
年
に
「
従
来
の
草
庵
を
改
築
し
て
十
間
四
面
の
伽
藍
を
造



。

。

営
す
。
時
に
聖
祖
方
め
て
身
延
山
久
遠
寺
妙
法
華
院
と
扇
せ
ら
る
。
即
ち
一
度
比
山
に
詣
づ
る
輩
は
、
罪
障
消
滅
し
て
己
身
の
寿
命
を
延

《剖
V

長
し
、
久
遠
本
果
を
光
顕
す
る
。
事
の
寂
光
土
を
表
示
せ
る
も
の
な
り
。
」
と
あ
っ
て
、
弘
安
四
年
の
堂
宇
造
営
を
機
に
「
久
遠
寺
妙
法

華
院
」
と
称
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
年
譜
』
説
を
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
両
説
の
い
ず
れ
を
採
る
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
が
、
先
ず
祖
番
に
出
て
く
る
「
身
延
山
」
は
、

い
わ
ゆ
る
山
号
寺
号

と
し
て
の
「
身
延
山
」
と
い
う
よ
り
は
、
四
山
四
河
の
中
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
山
の
名
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

御
書
に
当
っ
て
み
て
了
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
「
久
遠
寺
妙
法
華
院
」
と
い
う
寺
号
院
号
は
、
御
書
に
そ
の
名
を
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
は
聖
人
が
、
身
近
か
に
使
え
て
い
る
人
々
に
対
し
て
口
に
は
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
御
書
に
記
す
と
い
う

段
階
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
察
し
う
る
。

こ
こ
で
私
見
を
加
え
て
み
る
な
ら
ば
、
①
入
山
の
当
初
は
、
す
で
に
明
ら
か
な
ご
と
く
「
い
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
大
旨
は

awv 

こ
の
山
中
心
中
に
叶
て
候
へ
ば
、
し
ば
ら
く
は
候
は
ん
ず
ら
む
。
結
句
は
一
人
に
な
っ
て
日
本
国
に
流
浪
す
べ
き
身
に
て
候
」
と
あ
る
よ

( 13 ) 

う
に
、
こ
の
山
に
根
拠
地
を
置
い
て
永
住
す
る
と
い
う
考
え
は
、
ま
だ
定
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
②
そ
の
上
、

へ

av

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
せ
給
。
」
と
い
う
住
居
で
あ
っ
た
。

「
今
年
の
飢
渇

恐
ら
く
南
部
六
郎
に
し
て
み
る
と
、
急
に
決
っ
た
入
山
と
は
い
え
、
し
っ
か
り
し
た
堂
宇
を
建
立
し
て
聖
人
を
迎
え
よ
う
と
考
え
た
に
ち

が
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
聖
人
は
当
時
の
一
般
的
な
例
に
な
ら
い
、
質
素
な
草
庵
で
の
生
活
を
望
ま
れ
た
た
め
、
身
の
廻
り
の
世
話
を
す
る

弟
子
一
人
と
共
に
、
文
字
通
り
雨
・
露
を
し
の
ぐ
だ
け
の
庵
室
と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
う
。
木
の
元
に
、
木
業
を
敷
き
つ
め
た
よ

う
な
草
の
庵
は
、

「
身
延
山
久
遠
寺
妙
法
華
院
」
と
い
っ
た
も
の
も
の
し
い
伽
藍
を
用
意
し
た
も
の
で
は
な
く
、
わ
ず
か
に
十
二
の
柱
か

ら
な
る
庵
室
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
③
聖
人
は
最
初
か
ら
山
号
寺
院
号
を
も
っ
た
大
寺
院
を
望
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
山

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
（
上
回
）



身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉

林
に
ま
じ
わ
り
つ
つ
、
後
半
の
人
生
で
や
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
幾
つ
か
の
仕
事
を
進
め
て
行
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
＠

聖
人
に
と
っ
て
最
初
か
ら
の
大
寺
院
は
、
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
し
も
、
入
山
の
当
初
に
久
遠
寺
妙
法
華
院
と
い
っ
た
立

派
な
名
称
を
つ
け
て
い
た
と
し
た
ら
、
在
山
九
年
間
の
御
書
中
に
、
少
な
く
と
も
何
回
か
そ
の
寺
院
名
が
記
し
お
か
れ
て
い
て
当
然
と
い

え
る
。
⑤
し
か
る
に
、
現
存
の
御
番
中
に
は
久
遠
寺
・
妙
法
華
院
と
い
う
名
称
は
見
当
ら
な
い
。
と
い
う
事
は
、
聖
人
在
山
当
時
は
専
ら

「
草
庵
」
で
通
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
事
実
「
木
の
元
に
木
業
う
ち
し
き
た
る
」
栖
で
は
、
山
号
寺
院
号
を
必
要

と
す
る
段
階
に
ま
で
至
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
⑥
「
一
人
に
な
て
日
本
国
に
流
浪
す
べ
き
身
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
大
寺
院

を
構
え
る
必
然
性
も
と
ぼ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
①
ま
た
前
に
も
ふ
れ
た
通
り
、
当
時
は
鴨
長
明
が
日
野
山
の
草
庵
で
、

丈

四
方
の
庵
室
に
能
り
、

ひ
た
す
ら
『
方
丈
記
』
を
著
し
た
よ
う
に
、

「
草
庵
仏
教
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
風
潮
に
あ
っ
た
の
で
、
聖
人
も

こ
う
し
た
例
に
習
っ
た
も
の
と
み
な
し
う
る
点
も
あ
ろ
う
。
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以
上
の
諸
点
か
ら
再
往
検
討
し
て
み
る
と
き
、
弘
安
四
年
の
大
改
修
で
、
大
小
の
坊
や
馬
舎
を
も
っ
た
堂
宇
の
造
営
を
機
に
、
従
来
の

草
庵
か
ら
、
身
延
山
久
遠
寺
妙
法
華
院
と
い
う
称
号
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
き
の
『
高
祖

年
譜
』
の
説
は
、

一
応
妥
当
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、

『
地
引
御
番
』
を
見
る
と
、
こ
の
時
の
造
営
の
様
子
や
、
落

慶
式
の
模
様
が
、
詳
し
く
日
を
追
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
も
し
仮
り
に
こ
の
時
、
聖
人
に
よ
っ
て
、

か
か
る
山
号
寺
院
号
の
命
名
が
正
式

に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
こ
の
御
書
の
中
に
、
そ
の
こ
と
を
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
の
が
当
然
と
い
え
る
。
天
候
か
ら
人
出
の
様
子
に
至

る
ま
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
山
号
寺
院
号
の
命
名
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
点
を
表
記
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
常
識

的
に
考
え
て
も
あ
り
え
な
い
こ
と
と
い
え
よ
う
。
も
し
こ
の
仮
説
が
許
さ
れ
る
と
し
た
ら
、

「
身
延
山
久
遠
寺
妙
法
華
院
」
の
名
称
は
、

き
っ
と
聖
人
が
口
に
は
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
正
式
に
書
き
表
す
こ
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
後
人
の
歴
代
が
そ
の
窓



を
帯
し
て
「
身
延
山
久
遠
寺
妙
法
華
院
」
と
名
ず
け
、
弘
安
四
年
の
大
改
修
の
時
、
聖
人
に
よ
っ
て
名
ず
け
ら
れ
た
も
の
と
伝
え
る
に
至

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
十
一
月
二
十
四
日
は
「
大
師
講
詑
延
年
、
心
の
ご
と
く
つ
か
ま
つ
り
て
、
二
十
四
日
の
成
亥
の
時
、
御
所
に
集
会
し
て
、
三
十

余
人
を
も
っ
て
一
日
経
書
き
ま
い
ら
せ
、
払
中
酉
の
刻
に
御
供
養
す
こ
し
も
事
ゆ
へ
な
い
〉
」
と
閲
堂
落
慶
の
諸
行
事
が
、
と
ど
こ
う
り

な
く
進
め
ら
れ
た
様
子
を
記
し
て
い
る
。
西
谷
で
は
天
台
大
師
識
が
、
そ
の
命
日
に
営
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
日
を
選
ん
で
の

開
堂
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
師
講
を
重
視
し
て
い
た
一
つ
の
証
左
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
延
年
の
舞
い
は
、
天
下
泰
平
国
土
安
穏
を

祈
っ
て
修
せ
ら
れ
た
嘉
齢
延
年
の
舞
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
平
安
末
期
か
ら
寺
院
で
、
法
会
の
後
、
余
興
的
に
僧
侶
に
よ
っ
て
演
じ

ロ品
V

ら
れ
た
芸
能
で
、
舞
楽
・
田
楽
・
猿
楽
な
ど
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
、
建
久
五
年
三
月

《却
V

「
僧
徒
延
年
に
及
ぶ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
身

十
五
日
の
項
に
、
頼
朝
が
若
宮
別
当
の
坊
に
お
い
て
、
舞
曲
を
覧
た
時
、
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延
で
は
こ
れ
を
機
に
、
毎
年
延
年
の
舞
が
演
じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
が
、
現
今
で
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

《
却
》

日
待
夜
－
一
行
レ
之
突
」
と
あ
る
の
で
、

『
啓
蒙
』
で
は
「
今
ハ
十
月
十

一
時
は
御
会
式
の
逮
夜
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
一
日
経
で
あ
る
が
、

一
日
の

中
に
法
華
経
を
書
写
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
日
は
朝
の
八
時
頃
か
ら
三
十
余
名
で
、
夜
半
の
三
時
頃
ま
で
か
か
っ
て
、
無

事
に
堂
供
養
の
儀
を
済
ま
せ
た
と
い
う
。

次
に
『
地
引
御
書
』
で
は
、
堂
宇
造
営
の
任
に
当
っ
た
人
々
に
対
す
る
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
働
き
ぶ
り
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。
そ
れ

事
に
当
り
、

に
よ
る
と
南
部
六
郎
の
一
門
で
、
子
息
の
次
郎
を
始
め
と
す
る
公
達
が
、
親
の
言
い
付
け
も
あ
っ
た
と
は
い
え
、
我
が
心
か
ら
進
ん
で
工

「
わ
れ
と
地
を
ひ
き
、
柱
を
た
て
、
藤
兵
衛
・
右
馬
の
入
道
・
三
郎
兵
侃
ぽ
等
己
下
の
人
々
、
一
人
も
疎
略
の
義
な
い
J

と
い
う
か
ら
端
な
る
役
目
と
し
て
行
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
心
を
こ
め
て
の
普
請
で
あ
り
、
疎
略
に
思
う
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
と
い

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
〈
上
田
〉



身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉

い
か
に
南
部
一
門
の
人
々
に
よ
る
誠
意
が
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
よ
う
。
と
か
く
南
部
一
門
と
聖
人
と
の

う
点
だ
け
を
見
て
も
、

関
係
に
つ
い
て
、
平
素
疎
略
の
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
い
っ
た
一
念
を
い
だ
か
せ
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
の
造
営
に
つ
い
て
み
て
も
わ

か
る
よ
う
に
、
身
延
山
に
お
け
る
外
護
は
、
篤
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
坊
は
か
ま
く
ら
に
て
は
一
千
貫
に
て
も
大
事
と
こ
そ
申
候
へ
。
」
と
い
う
か
ら
、
完
成
し
た
大
小
の
坊
舎
は
立
派
な
建
造
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
身
延
山
久
遠
寺
妙
法
華
院
と
称
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
容
相
で
あ
っ
た
ろ
う
。

一
つ
の
祈
願
を
持
ち
、
そ
の
所
願
の
成
就
を
願
つ
て
の
供
養
も
兼
ね
た
も
の
で
あ
っ

と
こ
ろ
で
、
南
部
六
郎
は
今
回
の
造
営
に
当
り
、

頭た
ナよ
ルう
へで

ごさを
と。
み

な
し
て
し、

る。

『
啓
蒙
』
で
は
「
南
部
殿
別
ニ
立
願
有
テ
堂
供
養
ノ
次
テ
ヲ
以
テ
執
行
レ
シ
ト
見
ヘ
タ
リ
、
堂
建
立
モ
定
テ
南
部
殿
檀

か
く
し
て
、
西
谷
で
は
堂
宇
の
造
営
も
完
成
し
、
盛
大
な
中
に
も
荘
か
に
落
慶
式
を
済
ま
せ
た
の
で
あ
る
が
、
聖
人
の
健
康
は
門
下
の

円
必
》

安
否
を
気
づ
か
う
中
で
、
次
第
に
悪
化
し
「
老
病
の
上
、
不
食
気
い
ま
だ
心
よ
か
ら
ざ
る
」
状
態
が
続
く
な
か
で
、
弘
安
四
年
の
幕
が
迫
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っ
て
来
た
。
三
島
の
左
衛
門
次
郎
に
法
門
を
記
し
た
御
書
を
送
る
の
に
も
や
っ
と
の
思
い
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔註〕ハ
1
〉
南
条
兵
衛
七
郎
股
御
返
事

ハ
2
〉
『
仏
祖
統
紀
』

ハ
3
〉
『
御
遺
文
講
義
』

ハ
4
〉
南
条
兵
衛
七
郎
股
御
返
事

ハ
5
〉
同

ハ
6
〉
富
木
股
御
書

定
遺
一
八
八
三
頁

二
四

l
一八

一
四

l
一

定
遺
一
八
八
四
頁

同

一

八

八

四

頁

定

遺

八

O
九
頁



ハ
7
〉
鈴
木
一
成
教
授
は
「
身
延
山
御
書
系
年
考
」
（
大
崎
学
報
第
一
一

O
号
〉
の
中
で
、
身
延
霊
山
思
想
の
展
開
を
根
拠
と
し
な
が
ら
、

書
』
を
も
っ
て
、
そ
の
ピ
l
グ
と
し
て
い
る
。
〈
一
四
頁
〉

〈
8
〉

上

野

股

御

返

事

定

遺

一

八

八

五

頁

ハ
9
〉

同

同

一

八

八

五

頁

〈

叩

〉

立

正

安

国

論

同

ニ

O
九
頁

〈
日
〉
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
一

O
巻
一
一

O
t
－
－
一
頁

〈
ロ
〉
宮
木
入
道
股
御
返
事
定
遺
一
八
八
六
頁

〈
お
〉
『
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
三
四
五
頁

ハ
M
〉

本

満

寺

御

曹

録

外

一

三

l
一
二
六

ハ

店

〉

日

諦

目

録

定

遺

三

l
二
八
二
一
頁

ハ
時
〉
荒
木
勇
「
承
久
書
の
真
偽
如
何
」
（
「
法
華
」
四
巻
九
号
六

O
頁
〉
で
は
、
七
項
目
に
わ
た
っ
て
、
偽
説
を
立
て
て
い
る
。

（
口
〉
宮
城
入
道
殿
御
返
事
定
遺
一
八
八
八
頁

ハ

却

〉

忌

京

学

全

書

』

二

l
一
O
四

ハ
四
〉
宮
誠
入
道
殿
御
返
事
定
遺
一
八
八
八
頁

ハ

初

）

庵

室

修

復

書

同

一

四

一

一

頁

〈
幻
〉
越
州
嫡
男
並
饗
尼
事
同
一
四
八
九
頁

ハ
怨
〉
対
照
録
で
は
弘
安
三
年
と
見
て
い
る
。

ハ
勾
〉
上
野
尼
御
前
御
返
事
定
遺
一
八
九
O
頁

ハ
M
V
同

同

一

八

九

四

頁

ハ
お
〉
聖
人
滅
後
六
老
門
家
を
中
心
に
、
各
地
の
布
教
活
動
は
活
澄
化
す
る
が
、
す
で
に
在
世
中
か
ら
、
こ
う
し
た
動
き
は
盛
ん
で
あ
り
、

指
示
も
叉
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ハ

お

〉

地

引

御

密

定

遺

一

八

九

四

頁

ハ

釘

〉

『

高

祖

年

醤

四

八

頁

〈

却

〉

『

仏

祖

統

紀

』

七

l
六
頁

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉

『
身
延
山
御
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西
谷
か
ら
の



身
延
山
晩
年
の
回
避
聖
人
ハ
上
田
〉
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『
本
化
別
頭
高
祖
伝
』

『
身
延
鑑
』

『
年
譜
致
異
』

新
尼
御
前
御
返
事

『
身
延
山
岳

同宮
木
殿
御
番

上
野
股
御
返
事

地
引
御
番

『
全
訳
吾
妻
鏡
』

同『
鎌
内
啓
議
』

地
引
御
書

『
録
内
啓
蒙
』

老
病
御
書

下
巻
一
二
頁一ニ

下
｜
四
四

八
六
四
頁

一二ニ
O

定

遺

八

O
九
頁

同

八

一

九

頁

同

一

八

九

四

頁

別

巻

二

三

頁

二

巻

二

九

八

頁

三
六

l
一
三
九

定
遺
一
八
九
五
頁

三
六
ー
一
三
九

定
遺
一
八
九
六
頁

定
遺
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