
〈
記
念
講
演
〉

親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一

切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

独
立
行
政
法
人
国
女
文
化
財
機
構

東
京
文
化
財
研
究
所

は
じ
め
に

ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
津
田
で
す
。
私
の
専
門
は
日
本
彫

刻
史
、
特
に
平
安
密
教
彫
刻
で
す
。
今
の
職
場
に
移
っ
て
も
う

十
三
年
に
な
り
ま
す
。
そ
の
前
の
職
場
が
神
奈
川
県
立
金
沢
丈

伝庫
えで
てし
おた
り 。
ま こ
q 」4

0 は

そ鎌
の窟
令時
、沢代
すの

雇払

長室カ 古 和

就の
酪g 稀

て塑
た百

をの D

がT

一
九
九
二
年
の
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
丁
度
、
中
世
の
歴
史

博
物
館
と
し
て
リ
ニ
ュ

l
ア
ル
・
オ
ー
プ
ン
し
た
直
後
で
、
金

沢
文
庫
の
方
針
・
方
向
性
と
し
て
、
中
世
東
国
の
仏
教
文
化
の

解
明
を
一
つ
の
大
き
な
柱
に
掲
げ
て
お
り
ま
し
た
。
私
も
中
世

津

徹

英

田

の
古
書
・
古
文
書
の
現
物
に
日
々
触
れ
る
と
い
う
恵
ま
れ
た
環

境
の
な
か
で
、
学
芸
課
の
諸
先
輩
の
薫
陶
を
受
け
な
が
ら
、
何

か
自
分
な
り
に
、
こ
の
金
沢
丈
庫
の
方
針
に
沿
っ
た
研
究
活
動

が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
模
索
し
て
お
り
ま
し
た
。
た
だ
、
ど

ん
な
と
き
も
専
円
で
あ
る
仏
像
の
調
査
研
究
だ
け
は
お
ろ
そ
か

に
し
な
い
よ
う
心
が
け
て
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
に
取
り
組
ん

で
参
り
ま
し
た
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
中
世
の
真
宗

に
関
わ
る
既
知
・
未
知
の
史
料
、
そ
れ
は
彫
刻
や
絵
画
と
い
う

造
形
の
分
野
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
関
連
古
書
の
類
も
含

め
て
で
す
が
、
少
し
ず
つ
日
に
留
ま
り
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
う

い
う
も
の
を
落
ち
穂
拾
い
の
よ
う
に
集
め
な
が
ら
、
選
り
分
け

て
い
く
過
程
で
、
今
回
の
講
演
の
骨
子
が
固
ま
っ
て
い
っ
た
よ

三
O
五



親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

一
、
『
親
驚
伝
絵
」
が
語
る

関
東
在
住
時
代
の
親
鷲

私
が
設
定
し
た
標
題
は
、
「
親
鷲
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切

経
校
合
を
め
ぐ
っ
て
」
で
あ
り
ま
す
。
「
校
合
」
と
い
う
の
は
、

経
典
の
文
字
校
正
を
意
味
し
ま
す
。

さ
て
、
親
鷲
の
伝
記
と
い
い
ま
す
と
、

が
る
の
が
『
親
鷲
伝
絵
』
で
あ
り
ま
す
。
初
稿
本
の
名
称
は

一
番
に
そ
の
名
が
あ

「
善
信
聖
人
絵
」
で
、
現
在
、
西
本
願
寺
の
所
蔵
に
な
り
ま
す
。

「
親
驚
伝
絵
」

の
初
稿
本
は
、
親
驚
没
後
三
十
三
年
を
経
て
、

曾
孫
・
覚
如
が
永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）

の
十
月
に
完
成
を
み

た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
す
。

＋りょ－つ
h
し

そ
の
下
巻
は
、
朝
廷
に
お
け
る
専
修
念
仏
の
停
止
と
関
係

者
処
断
が
言
い
渡
さ
れ
る
場
面
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
親
驚
の
越

後
流
罪
よ
り
、
没
後
の
大
谷
廟
堂
の
建
立
ま
で
を
収
め
て
い
ま

す
。
そ
の
な
か
で
私
が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
親
驚
の
関
東
在

住
時
代
、
お
よ
び
、

い
つ
ど
の
様
な
経
路
で
帰
浩
し
た
か
に
あ

O
六

り
ま
す
。

『
親
驚
伝
絵
』
下
巻
に
お
け
る
関
東
在
住
時
代
に
つ
い
て
の

言
及
は
、
最
初
に
真
宗
念
仏
の
教
え
を
説
い
た
、
常
陸
回
稲
田

で
の
、

い
わ
ゆ
る
「
稲
田
興
法
」
と
、
親
驚
の
人
柄
に
触
れ
て

同
国
板
敷
山
の
山
伏
が
真
宗
念
仏
に
帰
依
す
る
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
、

お
よ
び
、
帰
洛
の
途
路
、
相
模
国
の
箱
根
山
中
で
箱

根
権
現
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
の
三
つ
で
す
。
た
だ
し
、

い
つ
頃
、

親
驚
は
帰
洛
を
思
い
立
ち
、
ど
の
よ
う
な
経
路
で
京
都
に
到
着

し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
「
親
鷲
伝
絵
』
に
は
言
及
が

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
詞
書
（
巻
下
・
第
四
段
）
に
は
寸
聖
人
、

東
関
の
堺
を
出
て
、
花
城
の
路
に
赴
ま
し
／
＼
け
り
、
或
日
晩

陰
に
及
て
箱
根
の
険
阻
に
か
冶
り
つ
〉
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で

す。
そ
の
詞
書
に
対
応
す
る
場
面
を
、
同
じ
覚
如
の
制
作
に
な
る

専
修
寺
本
『
親
鷲
伝
絵
』
（
『
善
信
聖
人
親
鷲
伝
絵
」
）
で
眺
め

て
お
き
ま
す
と
、
芦
の
湖
畔
の
霞
に
た
な
び
く
山
中
に
あ
っ
て
、

箱
根
権
現
（
現
、
箱
根
神
社
）

の
社
壇
が
遠
く
に
描
か
れ
て
い

ま
す
。
実
際
の
箱
根
権
現
は
、
芦
ノ
湖
畔
に
な
だ
ら
か
に
伸
び

た
駒
ヶ
岳
の
尾
根
先
に
あ
り
、
木
々
に
包
ま
れ
た
石
段
を
登
り



詰
め
る
と
正
面
に
朱
塗
り
の
社
殿
が
現
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

の
箱
根
権
現
の
社
前
に
お
い
て
神
官
が
親
驚
と
随
伴
の
僧
を
出

迎
え
る
様
子
を
大
き
く
描
い
た
の
が
、
弘
願
本
『
親
驚
伝
絵
』

（
東
本
願
寺
蔵
『
本
願
寺
聖
人
親
鷺
伝
絵
」
）
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
親
驚
伝
絵
』
が
語
る
、
関
東
在
住
時
代

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
三
つ
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
本
当
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か

二
、
覚
如
の
情
報
収
集
と
『
口
伝
紗
』

こ
こ
で
、
覚
如
の
、
東
固
に
お
け
る
親
鷲
足
跡
に
関
す
る
情

報
収
集
と
、
「
親
驚
伝
絵
』
の
初
稿
本
が
完
成
す
る
ま
で
に
つ

い
て
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。

正
応
三
年
（
一
二
九

O
）
二
一
月
頃
に
、
覚
如
は
父
・
覚
恵
と

と
も
に
束
固
に
下
向
し
て
、
親
鷺
ゆ
か
り
の
地
を
め
ぐ
り
、
同

五
年
の
春
半
ば
の
頃
に
東
固
か
ら
京
都
に
戻
っ
た
こ
と
が
、

『
慕
帰
絵
詞
』
か
ら
知
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
永
仁
三
年
（
一

二
九
五
）
十
月
十
二
日
に
『
親
驚
伝
絵
』

の
初
稿
本
が
完
成
し

親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

ま
す
。
ち
な
み
に
、
『
慕
帰
絵
詞
』
に
拠
る
と
、
覚
如
は
父
・

覚
恵
と
坂
東
八
箇
国
、
奥
州
・
羽
州
に
至
る
ま
で
出
向
き
、
親

驚
か
ら
真
宗
念
仏
へ
の
導
き
を
受
け
た
人
々
に
ま
み
え
て
、
覚

如
が
理
解
す
る
真
宗
の
教
え
・
考
え
方
に
誤
り
の
無
い
こ
と
を

確
認
し
た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
思
う
と
、

『
親
驚
伝
絵
』
に
収
録
さ
れ
た
親
鷲
の
関
東
在
住
時
代
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
三
つ
に
留
ま
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
す
べ
て
で
あ
っ
た

と
は
ど
う
も
考
え
に
く
い
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
私
が
着
目
す
る
の
は
、
同
じ
覚
如
の
撰
述
に
な
る

『
口
伝
妙
』

で
す
。
そ
こ
に
は
「
親
驚
伝
絵
』
に
は
語
ら
れ
な

い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

ミ
〉
：
、

カ
て
犬

こ
の

『
口
伝
妙
』

の
成
立
は
、
奥
書
識
語
に
拠
る
と
「
元
弘
第

一
之
暦
」
を
明
言
し
て
い
ま
す
の
で
、

一
二
三
二
年
の
こ
と
と

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
回
目
頭
に
は
「
本
願
寺
ノ
驚
聖
人
、

如
信
上
人
ニ
対
シ
マ
シ
／
k
，
テ
、
オ
リ
／
＼
ノ
御
物
語
ノ

条
々
」
を
明
記
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
親
驚
が
折
に
触
れ
、

孫
の
如
信
に
語
っ
た
こ
と
を
、
孫
の
如
信
か
ら
聞
き
及
ん
だ
こ

と
と
し
て
、
曾
孫
の
覚
如
が
書
き
留
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
で
は
、

い
つ
頃
、
覚
如
は
如
信
よ
り
情
報
を
収
集

。
七



親
鷲
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
し
r
一
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

正
安
二
年
（
二
二

O
O
）
に
如
信
は
六
十
六
歳
で
往
生
を
遂

げ
ま
す
。
如
信
よ
り
直
接
聞
き
及
ん
だ
と
な
る
と
、
当
然
そ
れ

以
前
の
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
如
信
は
奥
州
大
綱
に
住
ん
で

お
り
ま
し
た
。
覚
如
と
如
信
の
接
触
が
確
認
で
き
る
の
は
二
度

あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
十
一
月
に
上
京

し
た
如
信
か
ら
覚
如
は
法
義
を
学
ん
だ
と
い
い
ま
す
（
『
慕
帰

絵
詞
』
巻
コ
了
第
三
段
）
o

も
う
一
度
は
、
東
国
へ
親
驚
ゆ
か

り
の
地
を
遍
歴
し
た
折
に
、
途
中
、
善
驚
・
如
信
と
面
会
し
た

」
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
（
「
同
』
巻
四
・
第
一
段
、
『
最
須
敬

重
絵
詞
』
巻
五
・
第
十
七
段
）
o

た
だ
し
、
こ
の
時
は
、
父
・

覚
恵
が
病
気
と
な
り
、
覚
如
は
看
病
に
追
わ
れ
て
お
り
、
如
信

よ
り
在
り
し
日
の
親
鷲
に
つ
い
て
詳
し
く
伺
う
こ
と
が
で
き
た

か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
。
や
は
り
、
弘
安
十
年
に
上
京
し
た
如

信
よ
り
法
義
を
学
ん
だ
際
に
、
親
鷲
在
り
し
日
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
多
く
聞
き
及
ん
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。

も
と
よ
り
、
『
口
伝
紗
』
と
し
て
筆
録
さ
れ
る
の
は
、
『
親
驚

伝
絵
』
成
立
の
後
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
年
、

「
口
伝
紗
』
に
お
い
て
筆
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
如
信
か
ら
聞

0 
jへ

き
及
ん
だ
親
鷲
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
ま
た
、
採
用
・
不
採
用
は
別

に
し
て
、
覚
如
が
『
親
鴛
伝
絵
』
を
制
作
す
る
た
め
に
集
め
た

親
鷲
在
り
し
日
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
群
の
一
角
を
占
め
て
い
た
と
考

え
る
の
が
穏
当
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
、

「
親
驚
伝
絵
』
の
決
定
版
と
な
る
康
永
本
（
東
本
願
寺
蔵
『
本

願
寺
聖
人
親
驚
伝
絵
』
）
や
、
先
に
触
れ
た
弘
願
本
に
見
え
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
「
蓮
位
夢
想
の
段
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
よ
う
。
こ
れ
は
『
親
鷲
伝
絵
」

の
初
稿
本
が
出
来
た
後
に
付

け
加
わ
っ
た
も
の
で
す
。

一
方
、
『
口
伝
紗
』
に
目
を
転
じ
て

み
ま
す
と
、
中
の
巻
に
同
じ
内
容
が
「
蓮
位
坊
夢
想
ノ
記
」
と

し
て
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
『
口
伝
紗
」
と
し
て

の
成
立
は
後
の
こ
と
で
す
が
、
如
信
よ
り
覚
如
へ
と
伝
え
ら
れ

た
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
ま
た
、
『
親
鷲
伝
絵
」
が
整
備
さ
れ
る

過
程
で
、
初
稿
本
の
系
統
に
連
な
る
『
善
信
聖
人
絵
』
（
西
本

願
寺
蔵
）
に
追
加
さ
れ
、
康
永
本
や
弘
願
本
に
踏
襲
さ
れ
て
い

っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
如
信
か
ら
聞
き
及

ん
だ
親
驚
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
群
の
う
ち
、
『
親
驚
伝
絵
』
に
採
用

さ
れ
た
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。



三
、
鎌
倉
に
お
け
る

親
鷲
参
画
の
一
切
経
校
合
の
逸
話

と
こ
ろ
で
、
『
口
伝
紗
』
上
巻
の
最
後
に
は
「
一
切
経
御
校

合
の
事
」
と
い
う
、
親
驚
の
鎌
倉
の
地
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
収

め
て
い
ま
す
。
当
該
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
冒
頭
の
一
文
が
『
口
伝

妙
」
の
初
稿
本
、
す
な
わ
ち
乗
専
が
覚
如
か
ら
聞
い
て
筆
録
し

た
も
の
と
、
覚
如
が
そ
れ
を
改
訂
し
自
ら
清
書
し
た
再
治
本
と

の
間
で
、
記
述
に
違
い
が
あ
る
こ
と
は
兼
ね
て
よ
り
指
摘
が
あ

（

2）
 

り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
は
及
び
ま
せ
ん
。
あ
く
ま

す立で

初
稿
本
系
の

口
伝
紗

で
文
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
ま

武
蔵
守
（
北
条
）
泰
時
の
執
政
の
頃
、
「
武
藤
左
衛
門
入
道
」

と
「
宿
屋
入
道
」
と
い
う
二
人
の
大
名
に
命
じ
て
、

一
切
経
五

千
余
巻
の
校
合
が
行
わ
れ
た
と
き
、
親
驚
が
こ
れ
に
参
画
し
た

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
西
明
寺
の
禅
門
（
す
な
わ
ち
北

条
時
頼
）
が
、
ま
だ
開
寿
殿
と
名
乗
っ
て
い
た
九
歳
の
折
で
あ

っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
「
一
切
経
御
校
合
の
事
」
は
、
鎌
倉

親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

幕
府
が
一
切
経
校
合
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
宴
席
を
設
け
た
際
に
、

親
驚
が
袈
裟
を
着
け
た
ま
ま
で
魚
肉
を
食
し
た
こ
と
を
開
寿
殿

が
見
性
め
、
問
答
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
眼
目
が

あ
り
、

い
ま
述
べ
た
と
こ
ろ
は
導
入
部
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
導
入
部
の
記
述
に
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な

い
史
実
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
鎌
倉
幕
府
の
公
式

記
録
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
（
東
鑑
）
」

の
記
事
と
符
合
す
る
で
あ

ろ
う
こ
と
が
、
今
か
ら
約
四
半
世
紀
も
前
に
峰
岸
純
夫
先
生
に

（

4
）
 

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
に
私

な
り
の
見
方
で
改
め
て
検
討
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

武
蔵
守
（
北
条
）
泰
時
の
執
政
の
時
代
、
西
明
寺
の
禅
門

（
北
条
時
頼
）
が
、
い
ま
だ
開
寿
殿
と
名
乗
っ
た
九
歳
の
時
と

い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

一
切
経
の
校
合
が
行
わ
れ
た
年
は
、
丈

暦
二
年
（
一
二
三
五
）

の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
峰
岸
先
生
の
指

摘
で
は
、
そ
れ
が
鎌
倉
幕
府
の
公
式
記
録
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
」

の
同
年
二
月
十
八
日
の
明
王
院
一
切
経
供
養
の
記
事
と
関
わ
る

の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
ま
し
た
。

「
吾
妻
鏡
』
当
該
記
事
に
拠
っ
て
み
る
と
、
そ
の
日
、
本
坊

に
お
い
て
一
切
経
供
養
が
執
り
行
わ
れ
、
将
軍
ほ
か
の
出
席
が

。
九



親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
峰
岸
先
生
は
、
こ
の
文
暦
二
年

二
月
十
八
日
の
一
切
経
供
養
に
先
立
っ
て
、
書
写
さ
れ
た
一
切

経
の
校
合
が
当
然
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が

『
口
伝
紗
』

に
伝
え
ら
れ
た
「
一
切
経
御
校
合
の
事
」
と
関
わ
る
で
あ
ろ
う

と
指
摘
さ
れ
た
の
で
し
た
。

こ
こ
に
出
て
く
る
明
主
院
と
い
う
の
は
鎌
倉
の
何
処
に
あ
っ

た
か
と
い
い
ま
す
と
〔
挿
図
1
〕
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
隣
接
し
て

－
お
な
り

鎌
倉
市
立
御
成
小
学
校
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
が
鎌
倉
幕

府
の
庁
舎
所
在
地
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
に

U
つ
ら
み
ち

面
し
て
六
浦
道
が
通
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
六
浦
道
は
朝
比
奈
の

か
ね
さ
わ

切
り
通
し
を
経
由
し
て
、
金
沢
の
六
浦
の
港
（
現
在
の
横
浜
市

金
沢
区
三
般
付
近
）
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
と
い
う
と
こ

ろ
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
正
面
が
和
賀
江
島
の
浜
に
な
り
ま
す
が
、

こ
こ
は
遠
浅
で
す
の
で
大
型
の
船
が
入
港
・
停
泊
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
六
浦
の
港
か
ら
物
資
が
陸
揚
げ
さ
れ
、

朝
比
奈
の
切
り
通
し
を
通
っ
て
鎌
倉
に
入
っ
て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
六
浦
の
港
に
通
じ
る
六
浦
道
は
、
鎌
倉
へ
の
物
資
輸
送
の

大
動
脈
の
機
能
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、

こ
の
六
浦
の
港
を
管
轄
し
て
い
た
の
が
、
金
沢
文
庫
を
創
設
し

。

か
ね
さ
わ
ほ
う
じ
よ
う

た
北
条
一
族
の
金
沢
北
条
氏
で
し
た
。

さ
て
、
明
王
院
で
す
が
、
六
浦
道
沿
い
の
、
朝
比
奈
の
切
り

じ
ゅ
う
に
そ

通
し
に
向
か
う
直
前
の
十
二
所
に
今
日
も
真
言
宗
醍
醐
派
の

寺
院
と
し
て
法
灯
を
伝
え
て
お
り
ま
す
。

四

一
切
経
校
合
逸
話
の
再
検
討

こ
の
丈
暦
二
年
二
月
十
八
日
に
行
わ
れ
た
一
切
経
供
養
に
関

の
記
事
を
、
峰
岸
先
生
の
説
に
導
か
れ
な
が

す
る
「
吾
妻
鏡
』

ら
眺
め
て
ゆ
き
ま
す
。

一
切
経
供
養
の
席
に
参
列
し
た
「
武
州
」
と
は
武
蔵
守
（
北

条
）
泰
時
の
こ
と
で
す
。
峰
山
序
先
生
は
、
「
武
州
」
と
と
も
に

記
事
に
あ
ら
わ
れ
た
「
武
藤
左
近
将
監
」
こ
そ
、
『
口
伝
紗
」

の
一
切
経
校
合
に
直
接
関
与
し
た
幕
府
関
係
者
の
一
人
と
し
て

伝
え
ら
れ
る
「
武
藤
左
衛
門
入
道
」
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
武
藤

景
頼
に
比
定
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
比
定
に
は
検
討
の

余
地
が
あ
る
よ
う
に
私
は
考
え
ま
す
。

『
吾
妻
鏡
』
に
拠
る
と
、
当
時
、
「
武
藤
左
近
将
監
」
を
名
乗

る
人
が
別
に
お
り
ま
し
た
。
武
藤
兼
頼
で
す
。
ち
な
み
に
、
峰



親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
紅
と
一
切
経
校
合
を
め
く
っ
て



親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

岸
先
生
が
「
武
藤
左
衛
門
入
道
」
に
比
定
さ
れ
た
武
藤
景
頼
で

す
が
、
出
家
入
道
に
な
っ
て
か
ら
の
記
事
は

『
吾
妻
鏡
」
弘
長

三
年
（
一
二
六
三
）
十
二
月
十
日
の
条
を
も
っ
て
初
見
と
し
ま

す
。
丈
暦
二
年
（
一
二
三
五
）

の
時
点
で
は
、
ま
だ
出
家
入
道

で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
武
藤

景
頼
が
当
時
、
「
武
藤
左
衛
門
入
道
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
考
え
ま
す
。
当
時
、
「
武
藤
左
衛
門
入
道
」
と
呼
ば

れ
た
可
能
性
の
高
い
人
物
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
景
頼
の
父
親

で
あ
る
武
藤
頼
茂
で
あ
っ
た
よ
う
に
私
は
考
え
ま
す
。

そ
の

『
口
伝
紗
」
に
は
、

一
切
経
校
合
に
関
わ
っ
た
幕
府
関

係
者
と
し
て
、
も
う
一
人
「
宿
屋
入
道
」
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

「
荷
屋
」
と
い
う
非
常
に
珍
し
い
姓
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
そ
の

実
在
性
に
つ
い
て
は
十
分
検
討
が
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
の
も

事
実
で
す
。
も
と
よ
り
、
『
吾
妻
鏡
」
丈
暦
二
年
二
月
十
八
日

の
記
事
の
中
に
も
「
宿
屋
入
道
」
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
鎌
倉

幕
府
御
家
人
「
宿
屋
」
氏
の
活
躍
は
、
源
頼
朝
以
来
、
『
吾
妻

鏡
」
に
散
見
し
て
お
り
、
「
宿
屋
入
道
」
も
そ
の
一
族
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
ま
す
。
峰
岸
先
生
は
こ
れ
を
宿
屋
光
則
に
比
定
さ

れ
ま
し
た
。

一一
一

ち
な
み
に
、
「
宿
屋
」
氏
の
菩
提
寺
が
鎌
倉
に
現
存
し
ま
す
。

鎌
倉
大
仏
（
高
徳
院
）
の
す
ぐ
手
前
に
あ
る
長
谷
観
音
（
長
谷

寺
）
の
参
道
へ
入
っ
て
い
く
と
こ
ろ
で
右
隣
の
道
を
採
り
、
奥

へ
入
っ
て
行
く
と
正
面
突
き
当
た
り
に
光
則
寺
と
い
う
日
蓮
宗

の
寺
院
が
あ
り
ま
す
。
も
と
は
、
宿
屋
氏
の
邸
宅
で
あ
っ
た
の

を
宿
屋
光
則
そ
の
人
が
日
蓮
に
帰
依
し
て
寺
院
に
改
め
た
の
が

光
則
寺
の
は
じ
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
光
則
土
寸
が
伝
え

る
記
録
に
拠
り
ま
す
と
、
宿
屋
光
則
が
出
家
し
入
道
と
な
っ
た

（

6）
 

の
は
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
と
い
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
丈

暦
二
年
（
一
二
三
五
）

の
時
点
で
入
道
と
な
っ
て
い
た
「
宿
屋

入
道
」
と
は
時
代
が
合
わ
ず
、
逼
か
に
後
代
の
人
物
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
宿
屋
光
則
が
入
選
と
な
っ
た
正
中

二
年
を
目
安
に
す
る
と
き
、

一
切
経
の
校
合
が
行
わ
れ
た
丈
暦

二
年
当
時
、
宿
屋
光
則
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
も

し
く
は
、
幼
少
で
あ
っ
た
と
み
た
方
が
い
い
で
し
ょ
う
の

そ
れ
で
は
宿
屋
光
則
の
父
親
の
可
能
性
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

や
は
り
光
則
寺
の
記
録
（
前
述
）
に
拠
っ
て
み
ま
す
と
、
宿
屋

光
則
の
父
・
行
時
は
、
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）

の
十
一
月
に

免
職
し
、
遁
世
入
道
し
て
「
西
信
」
を
名
乗
っ
た
と
い
い
ま
す
。



す
な
わ
ち
、
入
道
と
な
っ
た
の
は
文
暦
二
年
よ
り
後
の
こ
と
で

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
宿
屋
入
道
」
は
、
こ
の
宿
屋
行
時
の

父
か
祖
父
に
あ
た
る
可
能
性
が
大
き
い
と
い
う
の
が
、
も
う
十

数
年
も
前
、
金
沢
文
庫
在
職
中
に
考
え
た
こ
と
で
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
先
に
進
む
手
だ
て
が
な
く
進
展
は
望
め
ま

せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
数
年
前
に
、
金
沢
文
庫
在
職
時
代
の
学
芸
課
の
同

僚
で
、
『
吾
妻
鏡
』

の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
永
井
晋
さ
ん

に
電
話
を
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
雑
談
中
に
偶
然
、
『
新
編

埼
玉
県
史
」
別
篇
4
「
中
世
系
図
篇
」
（
一
九
九
一
年
刊
）
に

唯
一
の
「
宿
谷
（
宿
屋
）
系
図
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
書
き

継
ぎ
で
は
あ
る
も
の
の
信
頼
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
ご
教
一
不

い
た
だ
き
ま
し
た
。
早
速
こ
れ
に
あ
た
っ
て
み
ま
す
と
、
行
時

の
父
に
重
氏
と
い
う
人
物
が
出
て
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
重
氏
、

宿
谷
治
郎
左
衛
門
尉
、
従
五
位
下
、
源
頼
朝
公
・
頼
家
公
・
実

朝
公
三
代
に
奉
公
し
て
、
和
田
善
盛
・
常
盛
、
事
に
依
り
諒
せ

ら
る
る
べ
き
の
由
、
実
朝
の
聞
こ
し
め
す
に
よ
り
、
御
免
を
蒙

っ
て
入
道
と
な
り
、
不
染
入
道
と
号
す
、
長
成
し
て
頼
経
公
に

従
う
（
原
文
読
み
下
し
ご
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
中
に

親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

「
和
田
善
盛
・
常
盛
、
事
に
依
っ
て
諒
せ
ら
る
る
べ
き
の
由
」

と
あ
り
ま
す
の
は
、
和
田
氏
に
よ
る
北
条
氏
に
対
す
る
ク
l
デ

タ
l
事
件
の
顛
末
を
述
べ
た
も
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
和
田
合

戦
」
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
建
暦
三
年
（
一
二
二
二
）

。〉

」
と
で
し
た
。
こ
れ
に
関
わ
っ
て
宿
屋
重
氏
も
職
を
辞
す
る
こ

と
に
な
り
、
頭
を
丸
め
て
「
不
染
入
道
」
と
号
し
た
と
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。
建
暦
三
年
の
時
点
で
出
家
入
道
し
て
い
る
と
い

う
の
な
ら
、
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）
の
時
点
で
「
宿
屋
入

道
」
と
呼
ば
れ
た
人
物
と
は
、
こ
の
宿
屋
重
氏
が
最
有
力
候
補

で
あ
る
よ
う
に
考
え
ま
す
。

そ
の
「
宿
谷
（
宿
屋
）
系
図
」
の
重
氏
の
項
に
記
さ
れ
た
文

の
な
か
で
見
過
ご
せ
な
い
の
が
、
文
末
に
「
長
成
し
て
頼
経
公

に
従
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
鎌
倉
幕
府
の
征
夷
大

将
軍
は
、
一
二
代
実
朝
で
源
家
の
血
筋
が
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
次
の
将
軍
と
な
る
べ
き
人
を
京
都
か
ら
迎
え
て
い

ま
す
。
す
な
わ
ち
四
代
将
軍
に
は
、
九
条
頼
経
が
就
任
し
て
い

ま
す
。
そ
の
こ
と
を
頭
の
片
隅
に
記
憶
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

一



親
鷲
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

五
、
悌
光
寺
本
「
親
驚
伝
絵
』
に

あ
ら
わ
れ
た
「
壱
岐
左
衛
門
入
道
」

と
こ
ろ
で
、
鎌
倉
に
お
け
る
親
驚
参
画
の
一
切
経
校
合
の
伝

承
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

史
料
に
、
仰
光
寺
に
伝
来
し
た
「
善
信
聖
人
親
鷲
伝
絵
」
を
正

式
名
称
と
す
る
「
親
鷺
伝
絵
」
が
あ
り
ま
す
。
成
立
に
つ
い
て

は
、
十
七
世
紀
ぐ
ら
い
に
下
げ
る
見
方
が
最
近
提
示
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
ま
す
一
抗
、
絵
相
か
ら
は
明
ら
か
に
高
階
隆
兼
の
「
春

日
権
現
験
記
絵
巻
』
『
玄
英
三
蔵
絵
」

の
系
統
を
引
き
、
こ
れ

ら
に
続
く
応
永
初
年
頃
（
十
四
世
紀
末
）
の
作
風
を
も
っ
絵
巻

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
悌
光
寺

本
『
親
驚
伝
絵
』

の
中
に
、
親
驚
が
鎌
倉
幕
府
主
催
の
一
切
経

校
合
に
参
画
し
、
幕
府
か
ら
そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
わ
れ
る
場
面
が

描
か
れ
て
い
ま
す
〔
挿
図
2
〕
。
こ
の
場
面
は
絵
巻
形
式
の

『
親
驚
伝
絵
』
に
お
い
て
他
に
類
を
見
な
い
場
面
で
す
。
親
驚

の
左
隣
の
机
の
上
に
は
経
巻
が
積
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
校
合

の
な
っ
た
一
切
経
の
一
部
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ

四

京都・悌光寺蔵『善信聖人親鷲伝絵』下巻（部分）挿図 2



で
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努主
文手
字画
をで
校お
合き
せ ま
らす
ると

と
あ
り
け
り
、
聖
人
そ
の
選
に
あ
た
り
て
、
文
字
章
句
の

邪
正
を
た
、
し
、
五
千
余
巻
の
華
文
を
ひ
ら
き
て
、
か
の

大
願
を
と
け
し
め
給
け
り
、
こ
れ
に
よ
り
て
壱
岐
左
衛
門

入
道
法
名
覚
印
沙
汰
と
し
て
、
さ
ま
／
＼
に
四
事
の
供
養
を

の
へ
ら
れ
け
り

と
記
さ
れ
て
お
り
、
鎌
倉
幕
府
主
催
の
一
切
経
校
合
の
事
業
に

携
わ
っ
た
人
物
と
し
て
、
『
口
伝
紗
」
と
は
異
な
る
人
物
「
壱

岐
左
衛
門
入
道
」
の
名
が
あ
が
っ
て
お
り
ま
す
。
当
該
場
面
に

お
い
て
親
驚
と
対
峠
す
る
白
い
装
束
を
着
け
た
出
家
入
道
姿
の

武
士
が
、
詞
書
に
い
う
「
壱
岐
左
衛
門
入
道
」
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
は
こ
の
「
壱
岐
左
衛
門
入
道
」
と
は
、

ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま
で
誰
も
こ
の
人

物
を
特
定
す
る
に
至
つ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
意
外
な
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
手
が
か
り
が

得
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
の
専
門
領
域
で
あ

る
日
本
彫
刻
史
研
究
に
お
い
て
、
こ
こ
で
話
題
に
な
っ
て
い
る

鎌
倉
十
二
所
の
明
王
院
秘
仏
本
尊
の
調
査
・
研
究
が
急
速
に
進

親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

ん
だ
こ
と
に
拠
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
秘
仏
本
尊
で
あ
る
明
王
院
不
動
明
王
坐
像
は

寛
喜
三
年
二
二
三
二
十
一
月
十
八
日
に
着
手
さ
れ
、
嘉
禎

元
年
二
二
三
五
）
六
月
二
十
九
日
に
開
眼
法
要
が
執
り
行
な

わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
吾
妻
鏡
』

の
記
事
か
ら
、
か
な
り
詳
し
く
情
報
が
得
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

本
尊
の
作
者
に
は
運
慶
の
弟
子
で
あ
る
肥
後
定
慶
が
推
定
さ
れ

（

8）
 

て
お
り
、
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
非
常
に
優
れ
た
彫
刻
作
例
と

し
て
彫
刻
史
研
究
者
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

改
め
て
彫
刻
史
研
究
の
分
野
か
ら
関
係
史
料
が
見
直
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
そ
の
成
果
と
し
て
、
明
王
院
の
造
営
な
ら
び
に
本

尊
の
造
像
に
際
し
て
、
発
願
者
で
あ
る
四
代
将
軍
頼
経
の
側
で

直
接
指
揮
に
あ
た
っ
た
人
物
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
中
原
行
兼
と
い
う
人
物
で
す
。
こ
の
中
原
行
兼
は
、

将
軍
頼
経
の
側
近
の
武
士
で
、
中
原
の
苗
字
が
一
不
す
よ
う
に
明

法
道
の
官
人
の
家
柄
で
あ
り
、
関
東
・
申
次
の
職
に
あ
っ
た
九
条

道
家
、
す
な
わ
ち
、
将
軍
頼
経
の
父
と
も
接
点
を
持
ち
、
京
都

と
も
繋
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
中
原
行
兼
に
つ
い
て
、
「
民
経
記
』
な
ら
び
に
「
検
非
違
使

五



親
鷺
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

補
任
』
に
拠
る
と
、
寛
喜
三
年
（
一
二
三
二
）
の
時
点
で
、

「
壱
岐
守
」
「
左
衛
門
少
尉
、
従
五
位
下
」
と
い
う
官
職
に
あ
り

ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
明
王
院
の
造
営
な
ら
び
に
本
尊
の
造
像

に
際
し
て
現
場
で
深
く
関
わ
っ
た
中
原
行
兼
こ
そ
、
「
壱
岐
左

衛
門
入
道
」
の
最
有
力
候
補
と
私
は
み
て
お
り
ま
す
。

も
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
原
行
兼
を
介
し
て
、
こ
こ

に
九
条
家
と
の
関
わ
り
が
出
て
来
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

親
驚
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
鎌
倉
に
お
い
て
幕
府
主
催
の

切
経
校
合
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
考
え
る
う
え
で
興
味

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
そ
の
こ
と
に
は
深
く
立
ち

入
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

さ
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
再
度
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
は
、

「
壱
岐
左
衛
門
入
道
」
に
比
定
し
得
る
最
有
力
候
補
・
中
原
行

兼
が
、
将
軍
頼
経
側
近
の
武
士
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
す
。

思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た

よ
う
に
、
私
は
「
宿
屋
入
道
」
を
宿
屋
重
氏
に
比
定
し
ま
し
た
。

そ
の
際
、
宿
谷
（
宿
屋
）
系
図
の
重
氏
の
項
に
記
載
さ
れ
た
丈

の
最
後
に
「
頼
経
公
に
従
う
」
と
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
や
は
り

宿
屋
重
氏
も
将
軍
頼
経
側
近
の
武
士
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま

ー＂「ノ、

す
。
こ
れ
は
偶
然
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、

切
経

校
合
が
行
わ
れ
た
明
王
院
が
、
将
軍
頼
経
の
発
願
堂
で
あ
っ
た

」
と
と
も
符
合
す
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

な
お
、
こ
の
文
暦
二
年
の
親
驚
参
画
の
一
切
経
校
合
に
関
し

て
、
以
前
か
ら
、
も
う
一
つ
の
見
方
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

嘉
禎
三
一
年
（
一
二
三
七
）
、
北
条
政
子
の
十
三
回
忌
に
あ
た
っ

て
、
追
善
の
た
め
に
鎌
倉
で
一
切
経
の
書
写
が
行
わ
れ
た
よ
う

で
あ
り
、

『
吾
妻
鏡
』
に
は
、
翌
年
七
月
十
一
日
に
園
城
寺

（
二
一
井
寺
）
に
一
切
経
五
千
余
巻
が
納
め
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
着
目
し
て
、
そ
れ
に
関
わ
る
一
切

経
の
校
合
を
こ
れ
に
当
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
親
驚
参
画
の
一
切
経
校
合
に
直
接
携
わ
っ
た
幕
府
関
係

の
人
物
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
み
る
と
き
、

や
は
り
明
王
院

に
お
け
る
一
切
経
校
合
と
さ
れ
た
峰
岸
先
生
の
指
摘
の
方
が
的

を
射
て
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
「
宿
屋
入
道
」

「
壱
岐
左
衛
門
入
道
」
の
関
与
は
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
も
う

一
人
の
「
武
藤
左
衛
門
入
道
」
も
多
分
そ
う
で
あ
っ
た
と
考
え

ま
す
が
、
鎌
倉
幕
府
主
催
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
も
、
そ
れ

が
四
代
将
軍
頼
経
の
発
願
堂
で
あ
る
明
王
院
で
あ
っ
た
こ
と
が



大
き
く
、
頼
経
側
近
と
い
う
立
場
か
ら
三
人
が
、
そ
こ
に
安
置

す
る
た
め
の
一
切
経
の
書
写
に
続
く
、
校
合
事
業
に
携
わ
っ
た

よ
う
に
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

六
、
親
鷺
の
鎌
倉
滞
在
の
期
間
と

一
切
経
校
合
の
場

と
こ
ろ
で
、
親
驚
は
こ
の
一
切
経
校
合
に
関
わ
っ
て
ど
の
く

ら
い
の
期
間
、
鎌
倉
に
滞
在
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

」
と
に
つ
い
て
は
明
王
院
の
造
営
か
ら
、
同
院
本
尊
の
開
眼
に

至
る
ま
で
の
経
緯
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
、
明

か
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

明
王
院
本
尊
の
造
立
か
ら
開
眼
法
要
に
至
る
ま
で
に
符
余
曲

折
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
吾
妻
鏡
」

の
関
係
記
事
を
辿
る
こ
と

で
明
ら
か
と
な
り
ま
す
。
詳
細
に
は
及
び
ま
せ
ん
が
、
最
終
的

に
寺
地
が
定
ま
っ
た
の
は
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

の
十
月
二

十
二
日
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
c

そ
し
て
、
丈
暦
二
年
二
二

三
五
）
二
月
十
日
に
堂
宇
の
竣
工
を
み
て
、
十
八
日
に
一
切
経

供
養
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

そ
れ
で
は
、

一
切
経
供
養
の
計
画
は
い
つ
頃
、
持
ち
上
が
つ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
明
王
院
の
寺
地
選
定
は
、
同
院
建
設
が
計

画
さ
れ
て
よ
り
二
転
三
転
し
、
ほ
ほ
一
年
を
経
て
貞
永
元
年
十

月
二
十
二
日
に
至
っ
て
確
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
肝
心

の
寺
地
が
定
ま
ら
な
い
ま
ま
に
、
備
品
で
あ
る
一
切
経
の
安
置

が
先
に
計
画
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
順
番
か

ら
言
え
ば
、
ま
ず
寺
地
の
選
定
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
一
切
経

安
置
と
い
う
発
想
が
出
て
く
る
の
が
自
然
な
筋
道
で
し
ょ
う
。

貞
永
元
年
十
月
二
十
二
日
の
寺
地
の
最
終
決
定
を
、
つ
け
て
、

切
経
安
置
の
計
画
が
持
ち
上
が
り
、
そ
の
書
写
に
続
い
て
校
合

が
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
も
と
よ
り
、
親
驚
が
一
切
経
の
校
合

に
参
画
す
る
た
め
に
は
、

一
切
経
の
書
写
が
前
提
と
な
り
ま
す
。

書
写
が
済
ん
だ
後
か
、
も
し
く
は
書
写
と
併
行
し
て
校
合
が
行

わ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
す
。
こ
こ
で
、

一
切
経
の
書
写
に
着
手

す
る
時
期
の
上
限
は
、
明
王
院
の
寺
地
の
最
終
決
定
が
な
さ
れ

た
貞
永
元
年
十
月
二
十
二
日
を
遡
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う
。
実
際
に
一
切
経
安
置
が
計
画
に
上
り
、
童
日
写
に
と

り
か
か
り
、
あ
る
程
度
、
書
写
を
み
た
経
典
の
蓄
積
を
倹
っ
て

か
ら
校
合
に
着
手
さ
れ
た
と
み
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
ま
す
。

七



親
驚
聖
人
の
鎌
倉
精
住
人と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

と
す
れ
ば
、
こ
の
一
切
経
の
書
写
に
仮
に

一
年
ば
か
り
を
要
し

た
と
考
え
る
と
、
校
合
の
開
始
は
、

年
が
改
ま
っ
た
天
福
元
年

（ 

一
一一－ 」 ，・

の
末
頃
以
降
の
こ
と
と
な
り
、
最
長
で
見
積
も

っ
て
も
一
切
経
供
養
が
行
わ
れ
た
文
暦
二
年

（
一
二
三
五
）

月
十
八

H
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は

一
切
経
約
五
千
巻
の
校
合
を
一
年
程
度
で
終
え

る
こ
と
は
本
当
に
可
能
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
こ
と
を
考
え
る
、
？
え
で
視
野
に
入
れ
て
お
き
た
い
の
は
、

叩
斐
・
万
福
寺
に
伝
来
し
た
六
幅
懸
幅
本
の
親
鷺
絵
伝
へ
西
本

願
寺
蔵
）
第
四
幅
の
綾
上
段
向
か
っ
て
右
に
、
親
鷲
が
－
切
経

の
校
合
に
従
事
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
こ
と
で
す
〔
挿
図

3
〕
。

こ
れ
ま
で
、
そ
の
場
面
は
「
教
行
信
証
』
出
版
の
場
面
を
措

い
た
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
る
こ
・と
も
あ

C
ま
し
た
が
、
ぞ
ろ

で
は
な
く
平
松
令
三
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

一
切
経
校

合
の
場
面
と
口
凡
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
何
を
拍
い

て
い
る
の
か
と
い
う
具
体
的
な
説
明
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

な
か

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
ベ

き
で
し
ょ
う
c

親
鴛
は
前
机
に
あ
る
折
帖
を
手
に
と

っ
て
い
ま
す
υ

こ
の
折

ノ一、

京都・西本願寺蔵万福寺本 『親鷺絵伝J第四幅（部分）持図 3



帖
は
版
本
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
も
っ
と
明
確
に

言
っ
て
し
ま
う
と
、

一
切
経
の
書
写
に
際
し
て
当
時
、
規
範
と

な
っ
た
の
は
唐
本
と
考
え
る
の
が
自
然
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
宋

版
一
切
経
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ま
す
。
折
帖
を
子
に
す
る
親

鷲
の
前
（
向
か
っ
て
右
端
上
）
に
は
大
き
く
白
い
巻
紙
を
広
げ

て
い
る
僧
侶
が
い
ま
す
。
こ
の
大
き
く
広
げ
ら
れ
た
白
い
巻
紙

」
そ
、
書
写
の
な
っ
た
経
典
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
こ
の

場
面
は
、
親
驚
が
原
本
と
な
っ
た
宋
版
の
経
典
を
音
読
し
、
そ

の
前
で
僧
が
書
写
さ
れ
た
経
典
を
広
げ
て
字
句
の
確
認
を
し
て

い
る
場
面
と
み
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
、
親
驚
の
手
に
す
る
折
帖

を
含
め
る
と
、
前
机
に
あ
る
版
本
は
合
計
四
帖
あ
り
、
そ
の
前

で
書
写
さ
れ
た
経
典
を
大
き
く
広
げ
て
字
句
の
確
認
を
行
っ
て

い
る
僧
の
ほ
か
に
、
三
人
の
僧
が
そ
れ
ぞ
れ
一
巻
ず
つ
白
い
巻

物
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
れ
ら
は
書
写
さ
れ
た
経
巻

を
持
っ
て
校
合
の
順
番
を
待
っ
て
い
る
と
理
解
す
、
べ
き
で
し
ょ

ぅ
。
校
合
と
い
う
と
き
、
原
本
を
隣
に
置
い
て
、
書
写
し
た
字

句
に
間
違
い
が
な
い
か
を
一
人
で
行
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱

き
や
す
い
の
で
す
が
、

一
切
経
の
校
合
と
い
う
の
は
、
奈
良
時

代
以
来
、
中
国
で
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
グ
ル
ー
プ
を
つ
く

親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

り
、
そ
の
な
か
で
原
本
を
音
読
す
る
人
が
い
て
、

一
人
が
写
経

の
字
句
を
音
読
に
合
わ
せ
て
確
認
し
、
そ
れ
が
終
わ
れ
ば
、
次

の
写
経
を
も
っ
て
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
手
法
が
と
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。
そ
の
方
が
、

一
人
で
校
合
を
行
う
よ
り
も
格
段
、

速
度
と
能
率
が
上
が
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

万
福
寺
本
の
こ
の
場
面
で
は
親
鷺
が
音
読
を
や
っ
て
い
ま
す

が
、
実
際
に
は
誰
か
が
音
読
し
、
親
驚
が
写
書
さ
れ
た
経
典
の

字
句
を
確
認
す
る
場
合
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

一
切
経
五
千
余

巻
の
校
合
事
業
に
参
画
し
た
の
は
親
驚
ひ
と
り
に
留
ま
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
こ
の
や
り
方
で

数
グ
ル
ー
プ
が
同
時
進
行
で
校
合
を
進
め
る
な
ら
ば
、
校
合
事

業
も
一
年
程
度
で
完
了
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

」
の
場
面
で
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、
親
鷲
の
左
隣
に
は
書
写

さ
れ
た
経
巻
が
木
箱
に
収
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
少
し
後
に
及
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
こ

で
は
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
に
留
め
て
お
き
ま
す
。

な
お
、
明
王
院
に
お
け
る
一
切
経
校
合
に
関
し
て
、
さ
ら
に

留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
明
王

九



親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
し
に
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

院
の
造
営
に
つ
い
て
で
す
。
寺
地
に
は
幕
府
重
臣
で
あ
っ
た
毛

利
氏
（
入
道
西
阿
）

の
所
領
地
が
あ
て
が
わ
れ
、
そ
こ
を
造
成

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
堂
宇
の
竣
功
は
一
切
経
供

養
が
行
わ
れ
る
直
前
の
二
月
十
日
で
あ
り
ま
し
た
。
と
す
れ
ば

寺
地
の
造
成
以
来
、
堂
宇
の
竣
工
ま
で
ず
っ
と
明
王
院
内
は
整

備
と
造
作
に
追
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
明
王
院
で
一
切
経

の
校
合
を
行
う
場
所
の
確
保
は
難
し
か
っ
た
と
み
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
何
処
で
一
切
経
の
書
写
と
、
こ
れ
に
続
く
校
合
が

行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
る
と
き

鎌
倉
幕
府
の
庁
舎
所
在
地
に
隣
接
す
る
鶴
岡
八
幡
宮
（
正
し
く

は
鶴
岡
八
幡
宮
寺
）

の
存
在
は
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
鶴
岡
八
幡

宮
に
は
、
建
仁
元
年
（
一
二

O
ご
以
前
よ
り
一
切
経
会
が
恒

例
行
事
と
し
て
執
り
行
わ
れ
て
お
り
（
『
吾
妻
鏡
』
同
年
三
月

一一一日条）、

一
切
経
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
も
、

鶴
岡
八
幡
宮
か
ら
明
王
院
に
及
ぶ
一
帯
は
「
大
倉
」
と
呼
ば
れ
、

そ
の
な
か
に
幕
府
の
庁
舎
が
所
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
面
し

て
六
浦
道
が
延
び
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
一
切

経
の
書
写
と
、
こ
れ
に
続
く
校
合
が
行
わ
れ
た
場
所
と
は
、
鶴

。

岡
八
幡
宮
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
適
切
と
私
は
考
え
て
お
り

ま
す
c

近
世
の
伝
承
で
は
あ
り
ま
す
が
、
鎌
倉
周
辺
の
真
宗
寺

院
（
小
袋
谷
・
成
福
寺
、
上
郷
・
光
明
寺
、
倉
田
・
永
勝
寺
ほ

か
）
が
伝
え
る
親
驚
の
一
切
経
校
合
の
場
が
、
い
ず
れ
も
鶴
岡

八
幡
宮
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
も
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
で
し

ト
』
晶
、
つ
ノ
。

そ
し
て
、
二
つ
目
の
留
意
点
は
、
『
吾
妻
鏡
」
当
該
条
に
、

本
坊
で
一
切
経
供
養
を
執
り
行
な
わ
れ
た
と
記
す
こ
と
で
す
。

一
切
経
の
供
養
と
い
う
の
は
本
来
、
本
堂
の
本
尊
前
で
行
う
べ

き
で
す
が
、
何
故
、
本
坊
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
明
王
院

本
尊
の
開
眼
に
至
る
経
緯
に
注
意
す
る
と
き
、
二
月
十
八
日
の

一
切
経
供
養
の
後
、
同
じ
年
の
六
月
二
十
九
日
に
、

一
度
失
敗

し
た
党
鐘
の
鋳
造
に
成
功
し
て
、
漸
く
本
尊
を
堂
内
に
安
置
し

て
、
そ
の
日
、
開
眼
供
養
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

一
切
経
供
養
が
執
り
行
わ
れ
た
二
月
十
八
日
の
時
点
で
は
、
本

堂
に
本
尊
は
不
在
で
あ
り
、
堂
宇
自
体
も
い
ま
だ
宗
教
施
設
と

し
て
機
能
で
き
る
状
態
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
故
、
本
坊
で
一
切
経
供
養
が
執
り
行
わ
れ
た
と
理
解
す
べ
き

で
し
ょ
、
っ
。



七

一
切
経
校
合
参
画
の
意
義

幕
府
主
催
の
一
切
経
校
合
事
業
に
参
画
す
べ
く
親
驚
が
鎌
倉

に
滞
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
時
期
に
つ
い
て
、
文
暦
二
年

一
一
月
十
八
日
に
執
り
行
わ
れ
た
一
切
経
供
養
に
遡
る
こ
と
、
長

く
見
積
も
っ
て
一
年
く
ら
い
、
実
際
は
六
、
七
箇
月
程
度
の
短

期
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
確
か
に
短
期
間
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
鎌
倉
で
の
一
切
経
校
合
事
業
へ
の
参
画
が
、
そ
の
後
の

親
驚
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
で
し

よ
、
っ
か
。

こ
こ
で
親
鷲
の
半
生
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
建
永
二
年

二
二

O
七
）
春
、
専
修
念
仏
の
停
止
と
関
係
者
処
罰
の
裁
可

が
下
さ
れ
ま
す
。
承
元
元
年
（
一
二

O
七
）
、
親
驚
は
越
後
流

罪
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
建
暦
元
年
（
二
一
一
一
）
に
流

罪
を
と
か
れ
ま
す
が
、
親
驚
は
す
ぐ
に
は
京
都
に
安
住
を
求
め

ず
、
関
東
に
歩
み
を
進
め
ま
す
。
建
保
二
年
（
二
一
一
四
）
に

は
上
野
田
佐
貫
を
経
由
し
て
、
常
陸
固
に
移
り
、

や
が
て
同
国

稲
田
に
お
い
て
は
じ
め
て
真
宗
念
仏
の
教
え
を
説
き
ま
す
。

親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

わ
ゆ
る
「
稲
田
興
法
」
で
す
。

こ
の
「
稲
田
興
法
」
以
降
、
「
親
驚
伝
絵
』

で
は
板
敷
山
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
、
帰
洛
の
途
路
、
相
模
国
の
箱
根
権
現
（
現
、
箱

根
神
社
）
に
立
ち
寄
ら
れ
、
帰
洛
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
ら
の
時
期
は
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
明
確
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
稲
田
興
法
」
か
ら
帰
洛
ま
で
の
、
親

鷲
行
実
の
、
こ
れ
ま
で
空
白
と
さ
れ
て
き
た
期
間
に
、
こ
の
鎌

倉
で
の
一
切
経
校
合
が
事
績
と
し
て
位
置
す
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
親
鷲
自
ら
が
推
献
に
推
献
を
重
ね
た
坂
東
本
『
教

行
信
証
」

の
存
在
も
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

ま
す
。周

知
の
通
り
、
親
驚
自
筆
の
坂
東
本
『
教
行
信
証
』
は
仔
細

に
見
て
ゆ
く
と
、
文
暦
二
年
頃
の
筆
跡
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、

そ
の
袋
線
じ
の
葉
（
頁
）
う
ち
に
切
り
継
ぎ
が
認
め
ら
れ
る
箇

所
が
あ
り
、
同
じ
親
驚
の
手
跡
な
が
ら
微
妙
に
筆
跡
が
違
っ
て

つ
ま
り
、
坂
東
本
が
成
立
す
る
以
前
に
、
ひ
と
ま
ず

完
成
を
み
た
い
わ
ゆ
る
「
草
稿
本
」
が
存
在
し
、
そ
れ
を
も
と

い
ま
す
。

v、

に
し
て
、
文
暦
二
年
頃
に
各
葉
八
行
を
も
っ
て
清
書
が
な
さ
れ
、

そ
れ
を
晩
年
に
及
ぶ
ま
で
親
鷲
が
加
筆
改
訂
し
た
も
の
が
、
今



親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

日
見
る
こ
と
の
で
き
る
「
坂
東
本
」
の
姿
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
加
筆
改
訂
の
具
体
的
な
一
例
を
あ
げ
て
お
く
と
、
『
行

巻
（
第
二
巻
）
」

の
冒
頭
の
片
葉
（
頁
）
は
、

タ
イ
ト
ル
を
含

め
て
七
行
に
な
っ
て
お
り
、

一
行
の
文
字
の
数
も
（
文
暦
二
年

頃
の
筆
跡
と
さ
れ
る
片
葉
八
行
で
書
か
れ
た
と
こ
ろ
と
行
内
文

字
数
も
含
め
て
）
違
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
箇
所
は
文
暦
二
年
頃

に
書
き
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
紙
ご
と
差
し
替
え
て
加
筆
改
訂

が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
坂
東
本

に
は
、
親
鷲
自
ら
が
晩
年
に
及
ん
で
加
筆
改
訂
し
た
痕
跡
が
随

所
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
坂
東
本
「
教
行

信
証
』
に
引
用
さ
れ
た
す
べ
て
の
典
籍
に
つ
い
て
、
私
な
り
の

方
法
で
注
意
を
払
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

｝＼ 

『
教
行
信
証
』
引
用
の
典
籍
と
一
切
経

『
教
行
信
一
証
」
に
引
用
さ
れ
た
典
籍
は
多
岐
に
わ
た
る
こ
と

か
ら
、
親
驚
は
一
切
経
を
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に

難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
切
経
と
は
、
当
時
、
規
範
と
さ
れ

た
唐
本
、
す
な
わ
ち
、
宋
版
一
切
経
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
先

一一

ほ
ど
述
べ
た
通
り
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
切
経
の
分
類

収
納
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

今
日
で
は
、
宋
版
一
切
経
そ
の
も
の
に
親
し
く
接
す
る
機
会

は
少
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
分
類
は
「
天
・
地
・
玄

黄
」
で
始
ま
る
千
字
文
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
版
本

折
帖
の
本
紙
冒
頭
の
経
典
の
タ
イ
ト
ル

（
標
題
）

の
下
に
は
、

必
ず
千
字
文
に
由
来
す
る
一
文
字
が
現
れ
ま
す
。
同
一
の
一
文

字
を
付
さ
れ
た
各
帖
を
一
つ
に
ま
と
め
て
朕
で
包
む
と
、
こ
れ

が
「
一
一
帳
」
と
な
り
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
出
来
上
が
っ
た
各
朕

は
、
千
字
文
の
順
に
並
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
さ
ら

に
何
帳
か
に
ま
と
め
て
木
箱
に
納
め
、
番
号
を
付
す
と
、
こ
れ

が
一
切
経
の
箱
番
号
と
な
り
ま
す
。

試
み
に
、
『
大
正
新
情
大
蔵
経

昭
和
法
宝
総
目
録
」
第
二

に
入
っ
て
い
る
高
山
寺
本
「
唐
本
一
切
経
目
録
」
〔
北
宋
版
〕

（ZONω
）
に
し
た
が
っ
て
、
「
教
行
信
証
』
に
引
用
さ
れ
た
典

籍
す
べ
て
に
千
字
文
と
箱
番
号
を
付
し
て
、
千
字
文
と
箱
番
号

の
順
に
並
べ
直
し
て
み
ま
す
〔
後
掲
一
覧
参
照
〕
。
そ
こ
か
ら

何
が
読
み
取
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

「
教
行
信
証
』
引
用
の
典
籍
は
、
宋
版
一
切
経
の
配
架
箱
番



ほ
ほ
等
間
隔
に

箱
番
号
が
並
ぶ
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
親
驚
が
一
切

号
の
第
二
五
箱
か
ら
始
ま
っ
て
第
百
箱
ま
で
、

経
を
選
り
好
み
せ
ず
に
第
百
箱
あ
た
り
ま
で
を
ま
ん
べ
ん
な
く

日
に
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
引
用
典
籍
に
は
、
も
う
一
つ
の
傾
向
が
窺
え
ま
す
。

そ
れ
は
「
真
仏
土
（
第
五
巻
）
」
「
化
身
土
（
第
六
巻
）
」
に
至

っ
て
、
浄
土
経
典
籍
以
外
の
聖
教
の
量
が
増
大
し
て
い
る
こ
と

で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
「
真
仏
土
」
「
化
身
土
」
の
執
筆
直
前
に

一
切
経
を
広
く
閲
覧
に
及
ん
だ
こ
と
の
反
映
が
あ
っ
た
よ
う
に

も
思
わ
れ
ま
す
。

も
と
よ
り
、
坂
東
本
『
教
行
信
証
』
は
、
草
稿
本
を
も
と
に

丈
暦
二
年
頃
に
は
い
っ
た
ん
清
書
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
鎌
倉
で
親
驚
が
一
切
経

校
合
に
参
画
し
た
文
暦
元
年
頃
に
は
、
こ
の
大
著
は
ほ
と
ん
ど

出
来
上
が
っ
て
い
た
と
み
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る

と
、
鎌
倉
で
一
切
経
の
校
合
に
参
画
す
る
以
前
に
親
驚
は
何
処

か
で
一
切
経
を
閲
覧
し
て
い
た
は
ず
で
す
。

以
前
か
ら
、
常
陸
在
国
中
に
、
稲
田
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
鹿

島
神
宮
に
お
い
て
一
切
経
を
閲
覧
に
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
一
言
わ

親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

れ
て
き
ま
し
た
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
提
示
し
た

引
用
典
籍
の
一
覧
（
後
掲
）
に
明
示
し
た
よ
う
に
、
『
教
行
信

証
』
に
は
一
切
経
未
収
録
聖
教
が
多
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
は

重
要
で
す
。
引
用
の
傾
向
か
ら
、
そ
れ
ら
は
一
切
経
の
閲
覧
と

同
じ
時
期
に
閲
覧
に
及
ん
で
い
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

し
か
も
、
こ
の
一
切
経
未
収
録
の
典
籍
の
う
ち
、
重
要
と
思
わ

れ
る
の
は
、
般
若
訳
「
大
方
広
仏
華
厳
経
（
四
十
華
厳
）
』

で

す
。
こ
れ
は
宋
版
一
切
経
に
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
親
驚
が

「
化
身
土
」
の
巻
に
お
い
て
、
『
四
十
華
厳
』
か
ら
第
三
五
巻
を

引
用
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
『
教
行
信
証
』
に
は
、

の
未
収
録
の
「
法
界
次
第
初
門
』
や
「
天
台
四
教
儀
」
と
い
っ

切
経

た
天
台
の
典
籍
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
鹿
島
神
宮
で
親
驚
が
仮

に
一
切
経
を
閲
覧
に
及
ん
だ
と
し
て
も
、

一
切
経
未
収
録
の
典

籍
類
ま
で
鹿
島
神
宮
が
完
備
・
架
蔵
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
や

は
り
疑
問
で
す
。
そ
う
と
考
え
る
と
き
、

一
切
経
と
と
も
に
未

収
録
典
籍
類
を
豊
富
に
抱
え
、
か
っ
、
そ
れ
ら
の
多
く
に
天
台

関
係
の
典
籍
を
含
む
と
な
る
と
、
常
陸
周
辺
の
天
台
寺
院
を
第

一
に
想
定
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
該
当
し
そ
う
な
寺
院

は
限
ら
れ
て
く
る
よ
う
に
考
え
ま
す
。
私
見
を
述
べ
て
お
き
ま



親
鷲
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
し
ι
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

す
と
、
鹿
島
神
宮
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
と
こ
ろ
で
、
関
西
で
は

名
前
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
震
ヶ
浦
（
茨
城
県
行
方
市
）

の
西
蓮
寺
あ
た
り
を
想
定
す
る
の
も
一
案
で
し
ょ
う
。
西
蓮
寺

は
関
東
に
お
け
る
天
台
の
一
拠
点
で
あ
り
、
中
世
以
来
、
常
行

三
味
に
重
き
を
置
い
て
き
た
寺
院
で
す
。
こ
の
西
蓮
寺
を
擁
す

る
霞
ヶ
浦
が
、
親
鷲
伝
承
と
無
縁
で
な
い
こ
と
も
視
野
に
い
れ

て
の
私
見
で
す
。

や
や
話
が
逸
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
親
鷲
の
鎌
倉
に
お
け

る
一
切
経
校
合
は
、
こ
の
坂
東
本
「
教
行
信
証
』

の
存
在
を
視

野
に
入
れ
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
ち
得
る
で
し
ょ
う

か
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、
鎌
倉
に
お
け
る
親
鷲
参
画
の
一
切
経

校
合
の
場
面
を
描
い
た
甲
斐
・
万
福
寺
本
の
親
驚
絵
伝
の
当
該

場
面
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
、
そ
の
場
面
に
お
い
て
私
は
書
写
さ
れ
た
巻
子
が
木

箱
に
収
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
ま
し
た
。

一
切
経
を
書
写
す
る
際
、
当
然
、
宋
版
一
切
経
を
も
と
に
し
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
収
納
さ
れ
た
箱
ご
と
、
さ
ら

に
は
、
帳
ご
と
に
経
典
を
取
り
出
し
、
書
写
が
行
わ
れ
、
書
写

の
な
っ
た
も
の

（
書
写
経
典
）
は
、
整
理
収
納
す
る
に
あ
た
っ

四

て
、
も
と
と
な
っ
た
宋
版
一
切
経
と
同
じ
帳
番
（
千
字
文
分

類
）
が
付
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
一
つ
に
ま
と
め
て
木
箱
に
納
め
、

も
と
の
宋
版
一
切
経
が
収
め
ら
れ
て
い
た
箱
と
同
じ
箱
番
号
が

付
さ
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
校
合
の
時
に
は
、

同
じ
箱
番
号
を
も
っ
て
、
宋
版
の
箱
と
書
写
本
の
箱
が
引
き
出

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箱
か
ら
同
じ
千
字
文
の
一
文
字
を
付
し
た

帳
が
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
ひ
も
と
け
ば
、

方
は
宋
版
の
そ
れ
で
あ
り
、
他
方
は
宋
版
の
そ
れ
を
も
と
に
し

た
書
写
本
が
現
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
一
切
経

の
校
合
も
、
収
納
さ
れ
た
箱
ご
と
に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
で
し
ょ
う
。
万
福
寺
本
親
驚
絵
伝
の
一
切

経
校
合
の
場
面
に
お
い
て
、
書
写
さ
れ
た
経
巻
が
木
箱
に
収
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
と
照
応
す
る
も
の
と
い
え
ま

す。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
坂
東
本
「
教
行
信
証
」
は
文
暦

二
年
頃
の
筆
跡
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
各
巻
す
べ
て
同
一
時
期

の
親
驚
の
筆
跡
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
親
鷲
が
晩
年
に
及

ん
で
加
筆
改
訂
を
加
え
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。

当
然
、
典
、
籍
か
ら
の
引
用
文
に
つ
い
て
も
、
改
訂
さ
れ
た
と
こ



ろ
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
は
字
句
の
訂
正
に
留
ま
る
も
の
や
、

文
字
・
行
の
削
除
あ
る
い
は
増
補
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

九
、
親
鷺
が
鎌
倉
で
目
に
し
た
典
籍

そ
こ
で
、
坂
東
本
「
教
行
信
証
』

の
引
用
典
籍
を
手
が
か
り

に
す
る
と
き
、
親
鷲
は
鎌
倉
で
の
一
切
経
校
合
に
際
し
て
、
ど

の
あ
た
り
を
担
当
し
た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
折
を
利
用
し
て

何
に
親
し
く
接
し
た
か
、
そ
れ
ら
を
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ
と

は
可
能
で
し
ょ
う
か
。

ほ
ほ
確
実
と
思
わ
れ
る
の
は
、
「
化
身
土
」
の
巻
（
第
六
巻
）

の
「
大
方
等
大
集
日
蔵
経
』
と
『
大
方
等
大
集
月
蔵
経
」
で
す
。

両
経
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
親
驚
は
別
に
書
写
し
た
巻
子

を
、
断
ち
切
っ
て
頁
に
綴
じ
込
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
ま
す
。
も
と
よ
り
綴
じ
込
み
は
、
加
筆
改
一
訂
時
の
増
補

と
み
る
べ
き
で
す
が
、
こ
の
巻
子
が
、
草
稿
本
の
『
教
行
信

証
」
を
も
と
に
し
て
、
坂
東
本
を
清
書
し
た
文
暦
二
年
頃
の
筆

写
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
「
浬
繋
経
』

の
引
用
箇
所
も
各
巻
に
お
い
て
加

親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

筆
改
訂
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
を
宋
版
一
切
経
の
箱
番
号

で
確
認
す
る
と
、
帳
に
付
さ
れ
た
千
字
文
こ
そ
違
い
ま
す
が
、

「
日
蔵
経
』
と
『
月
蔵
経
』
が
と
も
に
第
三
二
箱
に
収
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

一
方
、
『
浬
繋
経
」

の
箱
番

号
は
第
四
一
箱
で
あ
り
、
『
日
蔵
経
』
と

「
月
蔵
経
』
を
納
置

し
た
箱
と
箱
番
号
が
比
較
的
近
い
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
で
し

ト
l
品

λ
ノ
o

ち
な
み
に
、

一
切
経
を
披
見
し
た
際
、

メ
モ
・
抜
き
書
き
の

類
が
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
事
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
親
驚
遺
墨
の
な

か
に
存
在
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
で
す
。

私
は
そ
の
可
能
性
を

西
本
願
寺
所
蔵
の
「
道
縛
伝
」

い
ま
す
。
こ
の
「
道
縛
伝
」
は
関
東
在
住
時
代
の
親
驚
に
よ
っ

一
紙
に
認
め
て
お
き
た
い
と
思

て
書
か
れ
た
と
の
認
識
が
な
さ
れ
る
も
の
で
す
。

そ
の
冒
頭
の
三
分
の
一
は
道
宣
撰
述
の

『
続
高
僧
伝
』
巻
第

二
十
か
ら
の
抜
き
書
き
で
す
。
続
く
三
分
の
一
は
、
迦
才
撰
述

の
『
浄
土
論
』
か
ら
の
抜
き
書
き
で
す
。
こ
の
「
道
梓
伝
」
が

い
つ
頃
の
筆
跡
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
を
坂
東
本

『
教
行
信
証
』

の
行
巻
（
第
二
巻
）

の
、
丈
暦
二
年
頃
の
筆
跡

五



親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

と
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
文
字
を
比
べ
て
み
る
と
、
「
在
」
、
あ
る
い

は
、
「
調
停
」
の
「
の
ご
め
へ
ん
」
「
本
」
「
今
」
な
ど
、
そ
の
筆

跡
は
非
常
に
近
い
よ
う
に
考
え
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
「
道
縛
伝
」

は
鎌
倉
に
お
け
る
一
切
経
校
合
に
際
し
て
、
披
見
し
た
も
の
の

メ
モ
・
抜
き
書
き
の
具
体
的
な
遺
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
抜
き
書
き
の
も
と
と
な
っ
た
道
官
一

撰
述
の
『
続
高
憎
伝
』
巻
第
二

O
が
、
一
切
経
の
第
何
箱
に
納

め
ら
れ
て
い
た
か
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
第
一
五
七
箱
に
収
納

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

こ
こ
で

「
日
蔵
経
」
と

『
月
蔵
経
」
を
収
め
た
第
三
二
箱
、

『
浬
繋
経
』
を
収
め
た
第
四
一
箱
、
『
続
高
僧
伝
』
を
収
め
た
第

一
五
七
箱
に
近
接
す
る
「
教
行
信
証
』

の
引
用
典
籍
を
示
し
て

お
く
と
、
「
阿
弥
陀
三
耶
三
仏
薩
楼
仏
壇
過
度
人
道
経
』
（
第
二

九
箱
）
、
『
般
舟
三
昧
経
』
巻
第
二

O
（
第
三
四
箱
）
、
『
華
厳
経

（
六
十
華
厳
）
』
巻
第
六
O
（
第
三
一
七
箱
）
、
『
同
（
八
十
華
厳
）
」

巻
第
一
四
・
六

O
（
第
一
二
七
・
三
八
箱
）
、
『
悲
華
経
』
（
第
四

五
箱
）
、
「
集
諸
経
礼
憐
儀
』
（
第
一
五
九
箱
）
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
い
ず
れ
も
加
筆
改
訂
箇
所
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の

で
す
。
さ
ら
に
加
筆
改
訂
が
な
さ
れ
て
な
く
と
も
、
そ
れ
ら
の

ム
ノ、

近
く
に
は
「
集
一
切
福
徳
三
一
味
経
」
（
第
四
八
箱
）
や
『
広
弘

明
集
」
巻
一
一
一
一
（
『
弁
正
論
」
）
（
第
一
五
九
箱
）
が
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
そ
れ
ら
が
、
鎌
倉
に
お
け
る
一
切
経
校
合
時
に
親
鷺

が
披
見
し
た
典
籍
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
、
っ
か
。

結
び
に
か
え
て

『
口
伝
紗
』
が
伝
え
る
「
一
切
経
校
合
の
事
」
の
記
述
に
着

目
し
、
『
吾
妻
鏡
』

の
記
事
と
の
照
応
を
考
え
る
こ
と
で
、
親

驚
の
鎌
倉
滞
在
と
幕
府
主
催
の
一
切
経
校
合
へ
の
参
画
を
史
実

と
認
め
た
の
は
峰
岸
純
夫
先
生
で
し
た
。
そ
の
指
摘
が
な
さ
れ

四
半
世
紀
が
過
、
ぎ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
、
そ
の
指
摘

て
以
来
、

を
支
持
す
る
・
し
な
い
の
双
方
か
ら
随
分
、
こ
れ
に
対
し
て
の

意
見
が
出
た
の
も
事
実
で
す
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
立
場
を
採

る
に
し
て
も
、
そ
の
出
発
点
が
峰
岸
先
生
の
指
摘
に
あ
っ
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
一
つ
の
指

針
と
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
は
、
近
年
の
日
本
彫
刻
史

に
お
け
る
鎌
倉
・
明
王
院
秘
仏
本
尊
の
研
究
を
踏
ま
え
、
こ
れ



を
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
で
、
峰
岸
先
生
の
指
摘
を
補
強
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
こ
の
講
演
に
お
い
て
そ
の
こ
と
を

述
、
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
の
感
覚
で
は
、
さ
ら
に

歩
、
親
鷲
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
が
史
実
に
近
づ
い
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
抱
い
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。
そ

れ
と
と
も
に
、
こ
の
鎌
倉
に
お
け
る
一
切
経
校
合
へ
の
参
両
が
、

坂
東
本
『
教
行
信
証
』

の
加
筆
改
訂
に
反
映
が
あ
っ
た
と
さ
れ

て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
坂
東
本
に
引
用
さ
れ
た
典
籍
ひ
と

つ
ひ
と
つ
を
、
宋
版
一
切
経
を
収
納
す
る
箱
番
号
に
還
元
し
て

み
る
こ
と
で
、
少
し
踏
み
込
ん
だ
指
摘
を
し
て
み
ま
し
た
。

な
お
、
最
後
に
、
親
驚
が
ど
の
時
点
で
鎌
倉
を
去
っ
た
か
に

つ
い
て
二
一
百
し
て
お
き
ま
す
と
、
同
じ
文
暦
二
年
の
七
月
十
四

日
に
鎌
倉
在
住
の
念
仏
者
に
対
し
て
追
放
令
が
出
ま
す
。
そ
の

追
放
令
に
は
、
こ
の
頃
の
念
仏
者
の
所
業
に
お
い
て
魚
肉
を
喰

う
輩
、
が
い
る
こ
と
に
も
非
難
が
及
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

『
口
伝
紗
』
が
伝
え
る
「
一
切
経
校
合
の
事
」
の
眼
目
が
、

切
経
校
合
を
労
う
幕
府
主
催
の
宴
席
に
お
い
て
親
驚
が
袈
裟
を

と
ら
ず
に
魚
肉
を
食
し
た
点
に
あ
っ
た
こ
と
と
も
符
合
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。
や
は
り
、
念
仏
者
の
追
放
令
に
促
さ
れ
て

親
鷲
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

鎌
倉
を
退
去
し
た
と
い
う
の
が
私
の
現
時
点
で
の
見
解
で
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
親
驚
の
鎌
倉
滞
在
の
期
間
に

つ
い
て
、
伝
承
で
は
七
年
と
い
う
よ
う
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、

実
際
、
幕
府
主
催
の
一
切
経
校
合
に
関
わ
っ
て
鎌
合
滞
在
が
確

認
で
き
る
の
は
、
丈
暦
二
年
二
月
十
八
日
の
明
王
院
一
切
経
供

養
を
遡
る
こ
と
、
多
く
見
積
も
っ
て
一
年
く
ら
い
、
実
際
は
も

う
少
し
短
く
、
六
、
七
箇
月
程
度
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
鎌
倉
に
お
け
る
一
切
経
の
校
合
へ
の
参

画
が
、
そ
の
後
の
坂
東
本
「
教
行
信
証
』

の
加
筆
改
訂
に
深
く

関
わ
っ
て
い
た
と
み
る
と
き
、

や
は
り
、
親
驚
に
と
っ
て
鎌
倉

滞
在
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、

こ
の
講
演
の
結
び
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

T註

西
本
願
寺
所
蔵
の
如
信
影
像
は
、
そ
の
様
背
に
記
さ
れ
て

い
た
（
現
在
別
表
装
の
）
覚
如
の
裏
書
銘
に
よ
り
、
如
信

五
七
歳
の
折
の
寿
像
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
正
応
四
年

（
一
二
九
二
正
月
に
銘
文
を
書
い
た
旨
を
あ
わ
せ
記
す
。

本
文
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
覚
如
は
、
そ
の
前
年
の
三

月
頃
か
ら
東
国
に
下
向
し
、
親
驚
ゆ
か
り
の
地
を
遍
歴
し

て
お
り
、
帰
洛
は
同
五
年
の
陽
春
半
ば
頃
の
こ
と
で
あ
っ

七



た
。
し
た
が
っ
て
、
如
信
影
像
が
制
作
さ
れ
た
の
は
そ
の

間
の
こ
と
で
あ
り
、
本
図
に
銘
文
を
書
い
た
と
あ
る
こ
と

を
、
如
信
の
頭
上
に
痕
跡
を
留
め
る
銘
札
に
如
信
手
ず
か

ら
そ
の
名
を
記
し
た
と
解
し
得
る
な
ら
ば
、
如
信
と
面
談

し
た
機
会
も
上
述
の
二
回
の
ほ
か
に
も
あ
っ
た
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

平
松
令
三
「
口
伝
紗
解
説
｜
｜
童
日
誌
学
の
立
場
か
ら

｜
｜
」
「
口
伝
紗
改
邪
紗
（
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
日
）
』

同
朋
舎
、
一
九
九
二
年
。

本
講
演
で
は
、
実
見
に
及
ん
だ
初
稿
本
系
の
大
谷
大
学
博

物
館
蔵
（
端
坊
旧
蔵
）
本
『
口
伝
紗
』
を
ス
ラ
イ
ド
で
使

用
し
た
。
「
口
伝
紗
』
の
研
究
は
註
（
2
）
の
前
掲
書
で

集
大
成
さ
れ
た
観
が
あ
る
が
、
上
述
の
大
谷
大
学
博
物
館

所
蔵
・
端
坊
伝
来
本
で
は
、
「
宿
屋
入
道
」
の
直
後
に
乗

専
自
筆
の
初
稿
本
（
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
）
に
は
見
な
い

割
註
「
親
綱
、
法
名
西
信
」
が
加
わ
っ
て
い
る
。
宿
屋
一

族
に
「
親
綱
」
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
法
名
も

行
時
の
も
の
（
最
信
）
を
伝
え
る
よ
う
で
あ
り
、
割
註
白

休
は
誤
り
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
初
稿
本
『
口
伝
紗
』
の

書
写
・
受
容
の
過
程
で
微
妙
な
字
句
の
異
同
が
生
じ
て
い

た
よ
う
で
あ
り
、
『
口
伝
紗
』
を
め
ぐ
る
書
誌
に
は
研
究

の
余
地
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

峰
山
汗
純
夫
「
鎌
倉
時
代
束
闘
の
真
宗
門
徒
1
1
1真
仏
報
恩

板
砕
を
中
心
に
」
「
中
世
仏
教
と
真
宗
』
ト
ぃ
口
川
弘
文
館
、

一
九
八
五
年
。

親
鴛
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

2 3 4 

｝＼ 

5 

川
添
昭
二
「
日
蓮
と
武
士
の
関
係
｜
［
日
蓮
周
辺
の
得
宗

被
官
南
条
氏
・
宿
屋
氏
に
つ
い
て
｜
｜
」
『
日
本
仏
教
』

八
号
、
一
九
六
一
年
。

今
野
慶
信
「
得
宗
被
官
に
よ
る
禅
院
寄
進
の
背
景
｜
｜
宿

屋
氏
の
筑
前
国
芦
屋
寺
の
場
合
｜
｜
」
『
駒
沢
史
学
』
五

八
号
、
二

O
O
三
年
。

「
日
蓮
宗
事
典
』
（
日
蓮
宗
宗
務
院
、
一
九
八
一
年
）
「
宿

屋
入
道
（
や
ど
や
に
ゅ
う
ど
う
）
」
の
項
（
七
三
七
頁
下

段）
0

渡
辺
信
和
「
備
光
寺
蔵
『
善
信
聖
人
親
驚
伝
絵
』
を
め
ぐ

っ
て
」
『
悌
光
寺
の
歴
史
と
文
化
』
法
裁
館
、
二

O
一一

年。塩
津
寛
樹
「
鎌
倉
・
明
王
院
不
動
明
王
坐
像
と
肥
後
定

慶
」
『
悌
教
察
術
』
二
四
二
号
、
一
九
九
九
年
（
の
ち
同

『
鎌
倉
時
代
造
像
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
九
年
に
加

筆
改
訂
の
う
え
収
録
）

0

岡
本
怜
嗣
「
肥
後
定
慶
と
中
原
行
兼
｜
｜
幕
府
造
像
に
お

け
る
採
用
の
背
景
｜
｜
」
『
奈
良
大
学
大
学
院
研
究
年
報
』

第
十
五
号
、
二

O
一
O
年。

古
旧
武
彦
「
親
驚
人
と
思
想
』
清
水
書
院
、
一
九
七
O

年
（
「
一
切
経
校
合
」
一
四
八

1
一
五
二
頁
）

0

千
葉
乗
隆
「
親
鷲
の
一
切
経
校
合
」
『
日
本
の
歴
史
と
真

宗
』
白
照
社
出
版
、
コ

O
O
一
年
。

平
松
令
三
「
一
切
経
校
合
」
「
親
驚
（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
三
七
）
』
古
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
。

6 
（

7）
 

8 9 10 11 



12 

赤
松
俊
秀
「
教
行
信
証
の
成
立
と
改
訂
」
｛
一
不
祖
聖
人
七
百

回
御
遠
忌
記
念
出
版
『
親
驚
聖
人
真
蹟
国
宝
顕
浄
土

真
実
教
行
諮
文
類
影
印
本
』
解
説
、
大
谷
派
宗
務
所
、

一
九
五
六
年
。

な
お
、
宋
版
一
切
経
の
箱
需
号
と
下
字
文
を
付
し
た
映
の

関
係
は
、
完
全
に
同
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
木
箱
に
納

入
す
る
映
の
量
に
つ
い
て
余
裕
を
持
た
せ
た
場
合
と
、
そ

う
で
な
い
場
合
で
、
箱
番
号
と
中
身
（
朕
）
に
微
妙
な
ず

れ
が
生
じ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
神
奈
川
・
称

名
寺
に
伝
来
し
、
隣
接
す
る
県
立
金
沢
文
庫
が
現
在
保
管

す
る
称
名
寺
宋
版
一
切
経
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）
と
、

こ
の
北
宋
版
「
唐
本
一
切
経
目
録
」
に
お
け
る
箱
番
号
を

比
較
し
て
み
る
と
き
、
そ
こ
に
収
納
さ
れ
る
朕
（
千
字

文
）
に
ず
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
ず
れ

の
範
囲
内
で
あ
っ
て
、
著
し
く
箱
番
号
を
異
に
す
る
も
の

で
は
な
い
。

註
（
臼
）
の
赤
松
俊
秀
前
掲
論
文
（
同
前
掲
書
一
一
六
頁
上

段）。
註
（
2
）
の
平
松
令
三
前
掲
論
文
な
ら
び
に
註
（
日
）
の

同
前
掲
書
。
註
（
叩
）
の
千
葉
乗
隆
前
掲
論
文
。

真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
編
「
親
驚
聖
人
行
実
』
（
一
二

三
頁
）
、
東
本
願
寺
、
二

O
O
八
年
。

山
田
雅
教
「
親
驚
の
一
切
経
校
合
参
加
と
肉
食
の
説
話
に

つ
い
て
」
『
高
田
学
報
』
第
七
五
輯
、
一
九
九
一
年
。

本
願
寺
史
料
研
究
所
編
『
増
補
改
訂
本
願
寺
史
』
第
一

13 14 15 

親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

16 

巻
・
第
一
章
「
一
三
宗
祖
に
関
す
る
伝
承
（
山
田
雅
教

執
筆
）
」
（
二

O
二
1
一一

O
五
頁
）
、
二

O
一
O
年。

「
中
位
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
・
鎌
倉
幕
府
法
（
岩
波
書

店
、
一
九
五
五
年
）
「
ヒ
五
念
仏
者
事
」

0

附
記講

演
は
パ
ワ
1
ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
ス
ラ
イ
ド
を
多
用
し
た
た
め
、

活
字
化
に
際
し
て
、
文
章
だ
け
で
は
舌
足
ら
ず
の
と
こ
ろ
に
つ

い
て
は
語
葉
・
語
句
を
補
い
、
重
複
す
る
と
こ
ろ
は
削
っ
て
読

み
易
く
し
た
。
ま
た
、
当
円
の
配
布
資
料
の
末
尾
に
掲
げ
た
参

考
文
献
は
註
に
極
力
入
れ
込
む
よ
う
に
配
慮
し
た
こ
と
を
断
っ

て
お
き
た
い
。

九



親
驚
聖
人
の
鎌
倉
滞
在
と
一
切
経
校
合
を
め
ぐ
っ
て

。
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