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申
上
げ
よ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
所
謂
士
口
水
の
草
庵
と
、

そ
れ
か
ら
最
後
に
上
人
が
御
往
生
に
な
り
ま
し
た
大
谷
の
禅
坊

と
の
関
係
、
並
び
に
そ
の
位
置
等
と
の
事
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
い
た
っ
て
何
と
申
し
ま
す
か
現
実
的
な
話
し
で
あ
り
ま
す
。

よ
く
い

わ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
法
然
上
人
は
、
安
元
元
年
、

四
十
三
歳
に
て
、
『
法
然
上
人
行
状
画
図
L

に
い
う
「
四
明
の
巌
洞
を
い
で
L

即
ち
叡
山
の
里
山
谷
を
出
て
、
西
山
の
広
谷
に
先
ず
居
を
占
め
ら
れ

つ
い
で
や
が
て
東
山
の
吉
水
の
地
に
移
っ
た
。

次
第
に

上
人

の
教
化
が
す
す
む
と
、

そ
こ
か
ら
加
茂
の
河
原
屋
更
に
小
松
殿
、
勝
尾
寺
そ
し
て
大
谷
と
い
う
ふ
う
に
居
所
が
変
り
、
最
後
の
往
生
の

地
は
、
大
谷
の
禅
坊
で
あ
る
。
こ
の
地
は
東
西
三
丈
あ
ま
り
、
南
北
十
丈
の
狭
い
地
で
あ
る
が
、
こ
の
地
に
上
人
の
塔
を
築
い
た
。
そ

れ
が
現
在
の
知
恩
院
の
始
源
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
上
人
が
、
古
水
の
地
に
移
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
た
い

の
上
人
の
伝
記
が
す
べ
て
一
致
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
又
最
後
に
大
谷
の
地
、
或
は
大
谷
の
禅
坊
に
於
い
て
御
往
生
の
こ
と
が
あ
っ
た

と
い
う
の
も
、
諸
伝
同
一
で
あ
り
ま
す
。
唯
、
問
題
は
、
士
口
水
の
草
庵
と
、
こ
の
大
谷
の
禅
坊
と
の
関
係
で
あ
り
ま
す
。
今
、
浄
土
宗

総
本
山
知
恩
院
の
伝
承
に
よ
り
ま
す
と
、
大
体
、

吉
水
の
地
も
、

そ
れ
か
ら
大
谷
の
禅
坊
も

共
に
そ
れ
は
現
在
の
知
恩
院
の
上
の



勢
至
堂
、

の
ち
ほ
ど
参
詣
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

あ
の
勢
至
堂
の
地
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
今
申
し
ま
す
よ
う

に
、
は
っ
き
り
既
に
『
行
状
画
図
』
が
、
先
ず
最
初
に
吉
水
の
地
に
落
ち
着
か
れ
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
か
ら
、
加
茂
の
河
原
屋
、
小
松

殿
、
そ
う
し
て
大
谷
の
地
に
最
後
御
往
生
に
な
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
、

次
第
に
順
を
逐
う
て
か
い
て
る

こ
れ
は
、

士
口
水
と
大
谷
の

地
が
、
別
地
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
現
在
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
京
都
の
古

図
ー
ー
余
り
古
い
地
図
が
な
い
の
で
す
が
、
大
凡
室
町
時
代
の
も
の
の
、
後
世
の
書
写
本
が
、

「
故
実
叢
書
」
の
中
に
あ
り
ま
す
。
そ

れ
に
よ
っ
て
み
ま
し
で
も
、
大
体
、
現
在
の
知
恩
院
の
あ
る
所
、
そ
の
辺
を
大
谷
と
い
う
。
そ
う
し
て
そ
れ
を
境
に
し
ま
し
て
、
そ
れ

か
ら
束
、
大
凡
円
山
の
西
の
辺
迄
を
士
口
水
と
書
い
て
い
る
。

は
っ
き
り
と
吉
水
と
大
谷
の
地
を
区
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ

と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
体
的
に
、
こ
の
辺
一
帯
の
事
を
ま
ず
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
大
谷
と
い
う
地

名
が
、
地
形
に
よ
る
こ
と
は
申
す
迄
も
な
い
、
大
き
な
谷
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
の
地
形
は
、
今
の
知
恩
院
が
、
近
世
初

頭
；
｜
｜
い
ず
れ
後
に
少
し
申
上
げ
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
規
模
を
大
き
く
し
ま
し
た
時
に
、
全
く
一
変
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
大
谷
と
い
う
ふ
う
な
大
き
な
谷
の
お
も
か
げ
を
、

現
在
の
地
に
於
い
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
今
日
も
ま
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
円
山
の
上
の
辺
、
ず
っ
と
安
養
寺
の
北
の
辺
の
谷
の
具
合
、
そ
れ
か
ら
一
心
院
の
前
に
大
谷

川
と
い
う
小
さ
な
川
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
辺
の
様
子
な
ど
、

や
は
り
大
谷
と
い
う
す
が
た
を
考
え
さ
す
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま

す
。
と
に
か
く
知
恩
院
境
内
の
拡
張
、
徳
川
幕
府
が
金
と
力
と
を
も
っ
て
、
大
き
な
工
事
を
し
ま
し
た
た
め
、
文
字
通
り
あ
の
辺
は
一

変
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
す
が
、
大
凡
位
置
は
あ
の
辺
一
帯
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
吉
水
と
申
し
ま
す
の
は
、

よ

い
き
れ
い
な
水
が
出
る
と
い
う
具
体
的
な
事
実
か
ら
き
て
い
る
。
従
っ
て
、
大
谷
と
士
口
水
と
の
地
名
は
も
と
も
と
地
名
の
性
格
が
違
う

そ
れ
故
そ
れ
は
必
し
も
同
一
の
場
所
で
あ
っ
て
悪
く
は
な
い
。
そ
の
ず
っ
と
古
い
所
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
ど
う
も
大
谷
が
或
は
士
口
水

と
い
わ
れ
、
そ
う
し
て
又
吉
水
全
体
を
、
大
谷
と
い
っ
て
い
る
形
跡
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
ど
う
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即

法
然
土
人
と
吉
水
禅
坊
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ち
必
ず
し
も
吉
水
と
大
谷
と
は
、
区
別
し
て
お
ら
な
い
時
期
も
あ
る
。
先
ほ
ど
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
慈
鎮
和
尚
は
、
大
体
育
蓮
院
で

は
最
も
有
名
な
方
で
あ
り
ま
す
。
が
、
こ
の
方
を
、
吉
水
僧
正
と
も
い
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
吉
水
の
禅
坊
の
あ
り
ま
し
た
辺
に
、

和
尚
が
士
口
水
坊
と
い
う
坊
室
を
設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

そ
の
よ
う
に
呼
ん
だ
の
で
も
あ
り
ま

し
よ
う
け
れ
ど
も
、
然
し
な
お
全
体
的
に

「
吉
水
新
宮
L

新
ら
し
い
宮
と
い
う
の
が
み
え
、

そ
れ
は
尊
勝
院
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ

れ
ま
す
が
や
は
り
今
の
青
蓮
院
の
少
し
西
南
の
方
に
、
古
地
図
に
は
の
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
必
ず
し
も
大
谷
と
吉
水
と

を
載
然
と
区
別
し
て
お
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
あ
の
辺
一
帯
を
全
体
的
に
、
或
は
大
谷
と
い
い

或
は
士
口
水
と
称
し
た
の

が
、
最
初
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
が
漸
次
分
れ
て
来
た
。
も
と
も
と
こ
の
土
口
水
と
い
う
名
前
が
お
こ
っ
た
と

す
る
と
こ
ろ
の
水
の
出
る
場
所
が
現
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も

の
ち
ほ
ど
一
緒
に
ま
わ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
の
安
養

寺
の
下
、
円
山
公
円
か
ら
ず
っ
と
上
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
弁
天
童
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
弁
天
堂
の
後
に
池
が
あ
り
、
現
に
水
を
出
し

て
お
り
ま
し
て
、

そ
れ
だ
と
伝
え
て
い
ま
す
c

今
は
あ
ま
り
吉
水
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
古
く
は
そ
れ
は
清
い
水
を
た
た
え
て
お
り
、

青
蓮
院
の
歴
代
門
主
の
一
代
初
度
の
行
法
に
は
こ
の
水
を
闘
伽
の
水
と
し
て
く
む
儀
式
が
あ
っ
た
と
伝
え
ま
す
。
こ
の
吉
水
の
出
る
場

所
を
中
心
に
、
次
第
に
そ
の
西
南
の
辺
一
帯
が
士
口
水
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
か
ら
そ
れ
よ
り
東
北
を
大
谷
と
い
う
ふ
う
に
、
漸
次

な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
申
し
ま
す
る
法
然
上
人
が
、
士
口
水
に
地
を
占
め
ら
れ
る
頃
に
は
、
大
体
今
の
知
恩
院
の

辺
が
大
谷
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
少
し
南
西
の
辺
を
吉
水
と
い
う
よ
う
に
、

大
凡
区
別
が
で
き
て
お
っ
た
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま

す

可
親
驚
伝
絵
』
下
の
技
後
の
段
に
御
存
知
の
如
く
っ
す
〈
永
九
年
冬
此
、
東
山
西
麓
、
鳥
部
野
北
、
大
谷
の
墳
墓
を
あ
ら
た
め
て
、

同
麓
よ
り
な
お
回
、
土
日
水
の
北
辺
に
遺
骨
を
掘
渡
し
て
仏
閣
を
た
て
影
像
を
安
す
し
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
最
後
の
場
所
が
現
山
戸
市
泰
院
の

地
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、
古
水
は
こ
こ
か
ら
南
で
あ
り
大
谷
は
そ
れ
よ
り
大
た
い
東
の
方
に
あ
た
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ

れ
る
こ
と
で
す

υ



さ
て
、
法
然
上
人
は
、
吉
水
に
先
ず
入
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
問
題

に
な
り
ま
す
。
そ
う
簡
単
に
何
処
へ
で
も
行
っ
て
、
す
ぐ
に
坊
舎
が
建
て
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。
京
都
に

限
ら
ず
、
天
下
何
処
だ
と
い
っ
て
、
も
う
既
に
こ
の
頃
に
な
り
ま
す
と
、
尺
寸
の
地
で
も
、
所
有
者
と
そ
の
本
所
は
き
ま
っ
て
お
り
ま

す

『
行
状
画
図
』
に
従
え
ば
、
簡
単
に
坊
舎
を
建
て
ら
れ
た
よ
う
に
か
か
れ
て
あ
り
、
又
後
の
諸
伝
に
は
、
慈
鋲
和
尚
の
好
意
に
よ

る
も
の
だ
と
も
い
う
て
お
り
ま
す
。
な
お
そ
れ
か
ら
四
十
年
ば
か
り
経
っ
て
法
然
上
人
が
大
谷
の
禅
坊
で
御
往
生
に
な
る
。

そ
の
前
一

寸
三
カ
月
、
流
罪
赦
免
の
後
に
、

あ
の
摂
津
の
勝
尾
寺
か
ら
帰
え
ら
れ
、

そ
し
て
大
谷
の
禅
坊
に
人
ら
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
際
も
や

は
り
慈
鎮
和
尚
の
好
意
に
よ
る
、
特
に
、
こ
の
後
の
場
合
、
所
謂
大
谷
禅
坊
に
関
す
る
限
り
、
諸
伝
は
悉
く
、
慈
鎮
和
尚
の
好
意
に
よ

る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
最
初
の
吉
水
草
庵
の
場
合
は
、

そ
う
い
う
こ
と
を
書
い
た
も
の
は
、
こ
れ

は
少
し
後
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
早
い
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

そ
の
よ
う
に
は
い
っ
て
は
い
な
い
。

と
に
も
か
く
に
も
、

そ
の
当
時
か

ら
、
大
体
近
世
初
頭
に
か
け
ま
し
て
、
こ
の
辺
一
帯
の
所
謂
本
所
が
青
蓮
院
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
も
う
間
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
直
接
の
所
有
者
は
、
別
個
に
あ
る
の
で

そ
れ
は
一
体
誰
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、

田
村
円
澄
氏

は
、
法
然
上
人
に
『
没
後
遺
誠
二
箇
条
』
と
い
う
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
も
と
も

と
こ
れ
に
は
建
久
九
年
四
月
八
日
い
う
年
月
日
が
入
っ
て
お
り

一
寸
早
や
過
ぎ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
ず
死
ん
で
か
ら

後
、
追
善
供
養
は
す
る
必
要
が
な
い
。
そ
れ
か
ら
今
一
つ
、
自
分
の
い
た
大
谷
の
禅
坊
を
含
め
て
場
所
な
り
、
本
尊
な
り
、
或
は
経
巻

な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
所
謂
形
見
分
け
す
る
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

そ
の
中
に
、
士
口
水
に
三
坊
あ
り
、
東
の
新
坊
、
中
の
坊
、
西

の
旧
坊
と
い
う
。
そ
う
し
て
中
の
坊
を
、
感
西
上
人
に
伝
え
る
。
東
の
新
坊
は
、

円
親
と
い
う
方
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
西
の
坊

を
、
あ
ま
り
有
名
な
方
で
な
い
の
で

一
寸
今
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
長
尊
と
申
し
ま
し
た
か
、

そ
う
い
う
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
え

る
と
か
い
で
あ
る
。

で
田
村
氏
は
、
中
の
坊
の
感
西
の
場
合
は
別
だ
が
、

そ
れ
以
外
の
場
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
当
の
土
地
の
所
有
者

法
然
上
人
と
吉
水
禅
坊
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だ
っ
た
の
だ
。
法
然
上
人
が
、

は
じ
め
て
そ
の
地
を
占
め
ら
れ
た
時
に
、

そ
の
土
地
を
提
供
し
た
の
だ
。
従
っ
て
没
後
は
も
と
の
所
有

者
に
そ
れ
か
）
か
え
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
文
に
、

入
室
の
弟
子
七
人
と
い
う
て
そ
の
名
が
の
せ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
中
で
、
名
の
聞
え
て
い
る
の
は
、
信
空
・
感
酉
と
そ
れ
か
ら
西
山
上
人
の
証
空
の
三
人
で
あ
る
。
あ
と
の
四
人
は
殆
ど
無
名

の
人
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
を
入
室
の
弟
子
で
あ
る
と
し
、
更
に
そ
れ
ら
に
譲
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
右
の
理
由
に
よ
る
の

で
あ
ろ
う
と
い
う
て
い
ら
れ
る
の
で
す
。

し
か
し
こ
の
遺
誠
文
は
、

田
村
さ
ん
も
疑
っ
て
お
ら
れ
る
。

今
の
よ
う
な
入
室
の
弟
子
中

に
、
も
う
既
に
普
通
じ
ゃ
考
え
ら
れ
な
い
人
達
が
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
文
章
に
ど
う
も
法
然
上
人
ら
し
か
ら
ぬ
も
の
が
色
々

あ
る
。
元
来
法
然
上
人
は
、
あ
と
を
と
ど
め
ぬ
と
い
わ
れ
た
。
あ
と
を
と
ど
め
れ
ば
、
念
仏
が
一
所
に
停
頓
す
る
と
、
従
っ
て
そ
う
い

う
こ
と
を
書
か
れ
る
筈
は
な
い
等
々
、
疑
問
を
提
出
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
親
驚
聖
人
は
『
西
方
指
南
抄
』
の
中

に
、
こ
れ
を
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
併
し
お
か
し
い
こ
と
に
「
西
方
指
南
抄
』
の
『
没
後
遺
誠
文
L

は
、
右
の
二
条
の
う
ち
初
め
の
一
筒

条
、
追
善
葬
祭
の
事
、
こ
の
一
条
し
か
の
っ
て
い
な
い

Q

あ
と
の
形
見
分
け
の
事
に
つ
い
て
は
、

全
然
聖
人
は
か
い
て
お
い
で
で
な

い
。
私
は
こ
こ
ら
に
や
は
り
問
題
が
あ
る
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す

Q

併
し
と
に
か
く
親
驚
聖
人
が
あ
の
寸
西
方
指
南
抄
』
を
書
写
さ

れ
ま
し
た
御
年
八
十
歳
か
ら
九
十
歳
位
迄
の
聞
に
は
、
大
体
法
然
上
人
『
没
後
遺
誠
文
』
な
る
も
の
が
、
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

認
め
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。

し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
親
驚
聖
人
が
二
箇
条
あ
っ
た
う
ち
、

一
筒
条
し
か
か
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
、
私
に
は
、
実
は
や
は
り
そ
こ
に
何
か
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
即
ち
そ
の
形
見
分
け
と
い
う
こ
と
と
、
更
に
は
そ

こ
に
か
か
れ
る
古
水
の
中
の
坊
、
或
は
東
の
新
坊
、
岡
山
旧
坊
と
い
う
も
の
の
存
在
が
、
充
分
問
題
に
な
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
今
の

田
村
さ
ん
の
考
察
も
、
初
め
は
全
体
を
否
定
し
て
お
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
再
応
、
そ
の
否
定
を
お
い
て
、
中
に
か
か
れ
で
あ
る
事
か

ら
、
そ
れ
を
資
料
に
し
て
、

こ
れ
ら
の
人
々
が
、
上
人
に
寄
付
し
た
ん
だ

υ

土
地
を
提
供
し
た
の
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
辺
疑
っ
た
資
料
に
よ
っ
て
、

ど
う
も
そ
う
い
う
説
を
な
す
こ
と
は
余
り
い
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
こ
れ



ら
は
、
そ
の
ま
ま
お
い
て
、

さ
て
は
じ
め
の
慈
鎮
和
尚
の
好
志
に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
も
ど
、
フ
も
考
え
ら
れ
な
い
よ
う

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
と
の
大
谷
の
禅
坊
の
場
合
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
慈
鎮
和
尚
に
つ
い
て
お
話
し
が
あ
り
ま

〆
岸
－
ゃ
、
A

T
し
寸
心
，
刀

一
般
的
に
常
識
的
に
は
、
慈
鎮
和
尚
が
浄
土
教
や
法
然
上
人
に
つ
い
て
ど
－
フ
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ら
れ
た
か
と
い
い
ま
す

と
そ
れ
は
『
mm管
抄
」
な
ん
か
に
よ
り
ま
す
限
り
、
御
存
知
の
如
く
あ
ま
り
好
意
的
で
は
な
い

υ

殊
に
そ
の
最
後
、
遂
に
大
谷
で
も
っ

て
往
生
し
た
ω

往
生
々
々
と
い
い
、
人
は
沢
山
集
ま
っ
た
が
、
さ
し
て
た
し
か
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
、

一
寸
冷
笑
気
味
で
あ

り
ま
す
。
そ
う
し
て
更
に
具
体
的
に
は
青
蓮
院
を
管
轄
さ
れ
る
慈
鎮
和
尚
の
時
期
が
一
応
考
え
ら
れ
る

υ

勿
論
安
元
元
年
の
四
十
一
ニ
歳

に
し
て
山
を
下
っ
て
、
居
を
吉
水
に
占
め
ら
れ
る
当
時
は
、

ま
だ
慈
鎮
和
尚
は
、
青
蓮
院
に
入
っ
て
い
ら
れ
な
い

υ

更
に
最
後
の
建
暦

一
五
年
十
一
月
二
十
五
日
、
法
然
上
人
が
流
罪
赦
免
に
よ
っ
て
京
都
に
入
っ
て
来
ら
れ
た
時
、

そ
の
時
怒
鎮
和
尚
は
、
二
度
目
の
叡
山
の

座
主
を
や
め
て
い
ら
れ
る

Q

そ
し
て
あ
く
る
年
の
建
暦
二
年
の
正
月
の
二
十
五
日
に
、
法
然
上
人
が
御
往
生
に
な
る
少
し
前
の
十
六
日

に
、
三
度
目
の
座
主
に
就
任
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
、
法
然
上
人
が
帰
京
さ
れ
た
時
に
は
、

一
応
所
謂
三
度
目
の
座
主

還
補
の
前
で
あ
り
ま
す
。
併
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
し
も
慈
鎮
和
尚
が
こ
こ
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
も

い
え
る
。
殊
に
吉
水
の
坊
を
建
ら
れ
、
そ
こ
に
は
大
体
長
く
い
ら
れ
た
形
跡
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
従
っ
て
座
主
還
補
前
だ
か
ら
と
い
う

て

い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
ま
い
け
れ
ど
も
、
併
し
や
は
り
常
識
的
に
は
座
主
で
な
い
の
だ
か
ら
、

い
ら
れ
な
か
っ

た
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
今
も
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
慈
鎮
和
尚
は
、
屡
々
京
都
の
西
山
に
隠
遁
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

や
は
り
そ
う
い
う
時
期
が
実
は
そ
れ
か
ら
後
も
あ
り
ま
し
て
、
西
山
に
住
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

で
と
に
か
く

法
然
上
人
が
、
大
谷
に
帰
ら
れ
た
当
時
、
慈
鎮
和
尚
が
そ
れ
に
好
意
を
も
っ
て
、
そ
の
地
を
提
供
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
あ

れ
こ
れ
ど
う
も
一
寸
考
え
が
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
慈
鎮
和
尚
が
関
与
さ
れ
よ
う
と
、
さ
れ
ま
い
と
、
本
所
青
蓮
院
が
何
ら
か

の
形
に
於
い
て
、

そ
れ
に
好
意
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
は
成
り
た
た
な
い
。
こ
れ
は
当
然
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
そ
う
い

法
然
上
人
と
吉
水
禅
坊

一一一五



法
然
上
人
と
士
口
水
樹
坊

一
一
一
六

う
こ
と
が
や
が
て
慈
鎮
和
尚
と
い
う
事
に
な
っ
て
語
ら
れ
て
来
た
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
吉
水
の
地
、
土
地
の
問
題
で
す
が
、
さ
き
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ど
う
も
大
谷
の
地
と
そ
れ
か
ら
士
口
水
の
地
と
は
、

別
箇
に
考
え
る
よ
う
に
、
そ
の
頃
に
は
な
っ
て
い
る

『
行
状
画
図
」
が
士
口
水
の
地
に
草
隔
を
築
か
れ
た
と
初
め
に
い
っ
て
、
や
が
て

加
茂
の
河
原
属
、
小
松
殿
と
移
っ
て
最
後
流
罪
赦
免
後
に
大
谷
に
落
着
か
れ
、

そ
こ
で
御
往
生
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
や
は
り
別
箇
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
き
の
吉
水
の
名
の
お
こ
っ
た
伝
え
を
！
U

っ
て
お
り
ま
す
池
、
青
蓮
院
や
知
思

院
よ
り
も
っ
と
南
、
円
山
公
園
の
上
の
弁
天
堂
の
と
こ
ろ
の
池
、
そ
の
場
所
が
そ
の
ま
ま
古
い
も
の
を
伝
え
て
い
る
と
は
、
簡
単
に
は

申
さ
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
大
体
あ
の
辺
か
ら
南
西
の
地
が
士
口
水
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
在
安
養
寺
と
い
う
寺
が
、
あ
の
弁
天
堂
の

上
、
ず
っ
と
高
い
所
に
あ
り
、

そ
れ
を
、
所
謂
古
水
禅
一
房
の
跡
と
い
う
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
安
養
寺
な
る
も
の
は
古
い
と
こ
ろ

ど
う
も
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

あ
の
東
山
一
帯
は
所
謂
三
昧
所
即
ち
基
所
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
墓
所
の
中
に
点
々
と
し
て
供
養
所
の
よ

う
な
も
の
が
、
次
第
に
設
け
ら
れ
た
の
だ
と
忠
わ
れ
る

『
明
月
記
L

に
承
元
二
年
五
月
十
二
日
、
招
請
に
依
り
、

八
条
院
の
西
の
御

方
の
大
谷
堂
供
養
所
に
向
う
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
供
養
堂
に
叡
山
の
隠
遁
者
達
が
偶
屑
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

次
、
漸
寺
と
し
て
発
展
し
た
、

そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
安
養
寺
が
は
っ
き
り
し
ま
す
の
は
、

そ
れ
は
南
北

朝
で

一
遍
上
人
系
時
宗
の
国
阿
上
人
が
、
東
山
に
根
拠
し
盛
ん
な
勢
を
も
っ
て
教
線
を
展
開
さ
れ
る
。

そ
の
時
に
東
山
の
こ
の
安
養

寺
、
そ
れ
か
ら
降
寛
律
師
で
有
名
な
そ
の
市
山
長
楽
寺
、

そ
の
又
少
し
向
う
、
引
在
、
東
大
谷
の
下
に
あ
あ
嬰
林
寺
、
更
に
南
の
霊
山

正
法
寺
等
こ
れ
ら
が
全
部
国
阿
上
人
の
傘
下
に
入
り
ま
し
て
、
沢
山
な
人
々
を
集
め
に
引
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
も
と
天
台
系
で
あ
っ

‘

｝

1

ノ守、、

中
J
f
h
v
A
μ

そ
れ
で
す
べ
て
時
宗
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

Q

そ
し
て
や
が
て
応
仁
の
乱
火
に
会
い
ま
し
て
一
時
全
く
退
転
す
る
の
で
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
安
養
寺
は
寺
伝
で
あ
り
ま
す
が
源
昭
と
い
う
琵
琶
法
師
か
お
り
ま
し
て
、

そ
の
発
願
で
、

一
時
京
都
の
市
内
へ
移
っ
て

い
た
の
を
、
再
び
、
元
の
地
に
復
興
し
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
近
世
の
初
頭
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
爾
来



こ
の
寺
は
こ
の
地
の
景
勝
と
祇
園
感
神
院
を
ひ
か
え
て
い
る
こ
と
で
、
多
く
の
都
の
人
々
を
集
め
ま
し
た
。
そ
し
て
何
時
し
か
安
養
寺

や
長
楽
寺
は
、
所
謂
遊
山
所

つ
ま
り
な
ん
と
い
い
ま
す
か
、

リ
ク
レ
イ
シ
ョ
ン
の
坊
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
頃
安

養
寺
内
の
六
坊
と
申
し
ま
し
て
、
六
つ
の
坊
、
そ
れ
ら
が
文
字
通
り
料
山
一
民
に
な
り
、
比
丘
尼
が
給
仕
を
し
、
飲
食
を
供
す
る
と
い
う

形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
六
坊
の
一
つ
の
の
こ
り
が
現
在
の
料
亭
左
阿
弥
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
長
寿
庵
と
申
し
ま
し
た
。

な
お
あ
の
辺
に
こ
れ
は
今
か
ら
三
十
年
程
前
、
私
ら
が
学
生
時
代
に
は
也
阿
弥
（
多
一
例
附
）
の
名
を
伝
え
る
料
理
屋
が
あ
り
ま
し
た
ο

そ
の
他
正
阿
弥
（
勝
興
庵
）
連
阿
弥
（
延
寿
庖
〉
眼
阿
弥
（
多
蔵
山
崎
）
端
寮
（
化
出
版
）
合
以
て
六
坊
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
ら
で
安
養

寺
は
、
近
世
以
降
世
俗
的
な
意
味
に
於
い
て
、
随
分
繁
昌
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
こ
の
安
養
寺
が
吉
水
草
庵
祉
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
ど
う
も
今
の
安
養
寺
の
地
で
は
、

さ
き
に
述
。
へ
ま
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
少
し
高
所
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

恐
ら
く
は
あ
の
下
の
台
地
の
辺
か
ら
、
大
体
、

さ
き
の
一
二
坊
、
中
坊
、
東
新
坊
、
西
旧
坊
そ
の
三
坊
を
何
処
迄
信
じ
て
い
い
か
問
時
閣
で

あ
る
こ
と
は
、
先
程
申
上
げ
た
通
り
で
あ
り
ま
す
が
、

し
か
し
「
七
カ
条
制
誠
戒
』
に
よ
り
ま
す
と
、
百
九
十
名
の
人
々
が
署
名
し
て

、
〉
。

、
〉
ザ
ム
r

。

し
か
し
あ
れ
は
皆
其
処
に
お
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
分
散
し
て
い
る
の
が
集
ま
っ
て
署
名
を
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
が
第
一
日
目
は
八
十
人
で
、
こ
れ
は
恐
ら
く
そ
の
場
に
お
っ
た
人
々
で
な
い
か
。

つ
ま
り
そ
の
七
・
八
十
人
は
い
る
位

な
、
士
口
水
の
草
庵
を
そ
の
頃
に
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か

G

そ
う
す
る
と
、

三
坊
位
必
要
で
な
い
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
c

こ
の
三
坊

に
つ
い
て
、
大
体
知
恩
院
の
伝
承
は
、
中
の
坊
は
大
体
今
の
勢
至
堂
の
地
、

そ
れ
か
ら
一
束
の
坊
は
、
今
の
大
鐘
、
鐘
楼
堂
の
辺
、

;i.. 
~ 

し

て
西
の
坊
は
、

山
門
の
西
の
辺
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
成
る
べ
く
そ
れ
ら
を
知
恩
院
の
境
内
に
て
全
部
考
え
よ
う
と

意
図
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
、

ど
う
も
そ
の
ま
ま
に
は
受
け
取
り
難
い
。
先
程
の
京
都
の
古
地
図
に
よ
り
ま
す
と
、
大
体
、
今
の

安
養
寺
の
下
辺
か
ら
ず
っ
と
並
ん
で
、
東
、
中
、
そ
れ
か
ら
丁
度
あ
の
山
門
の
辺
か
ら
一
寸
南
に
か
け
ま
し
て
、
西
坊
と
大
体
三
つ
並

ん
で
書
れ
て
い
ま
す
。
大
体
こ
れ
が
古
い
す
が
た
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
即
ち
大
凡
今
の
安
養
寺
の
下
、
台
地
に
な
っ
て
い
ま

法
然
上
人
と
吉
水
禅
坊

一
一
一
七



法
然
上
人
と
吉
水
禅
坊

一
二
八

し
て
桜
と
ベ
ン
チ
が
あ
る
。
あ
の
辺
か
ら
下
の
方
が
そ
れ
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
。

次
に
最
後
の
大
谷
禅
一
房
、
こ
れ
は
や
は
り
現
在
の
勢
至
堂
の
地
で
あ
る
こ
と
に
、
間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
行
状
画
図
』
に

よ
る
と
上
人
が
帰
京
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
十
二
月
二
十
五
日
に
既
に
あ
の
地
の
東
の
山
ぎ
わ
を
廟
所
と
し
て
、
上
人
は
定
め
て
お
か
れ

た
。
そ
れ
は
南
北
十
丈
、
東
西
三
丈
の
ほ
ん
の
狭
い
地
で
あ
る
が
、

し
か
し
高
所
で
景
勝
の
地
で
あ
る
と
い
う
。
今
は
ず
っ
と
西
に
木

が
し
げ
り
、
あ
ま
り
眺
望
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
中
々
い
い
所
で
あ
り
ま
す
。
東
西
三
丈
南
北
十
丈
も
大
体
現
在
の
地
に
あ
て
は

ま
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
下
方
の
地
一
帯
が
法
然
上
人
の
最
後
の
大
谷
禅
坊
の
跡
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
廟
所
と

の
関
連
に
於
て
大
体
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
唯
し
か
し
こ
れ
は
現
在
浄
土
宗
内
で
も
問
題
に
さ
れ
る
向
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も

寸
行
状
画
図
』
そ
の
他
に
従
い
ま
す
と
、
法
然
上
人
の
墓
所
は
、
嘉
禄
の
法
難
で
山
徒
の
た
め
あ
ば
か
れ
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
上
人

の
遺
骸
を
そ
の
ま
ま
太
秦
に
運
び
や
が
て
後
、
栗
生
の
地
で
遂
に
奈
毘
に
附
し
た
。
そ
の
舎
利
、
遺
骨
を
、
粟
庄
の
幸
阿
弥
陀
仏
が
預

っ
て
お
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
嵯
峨
の
正
信
一
房
が
幸
阿
の
留
守
に
奪
い
、
嵯
峨
の
二
尊
院
内
に
、
一
惟
塔
を
設
け
て
、
安
置
し
た
と
い

う
の
で
あ
り
ま
す
。

「
行
状
画
図
』
に
し
て
そ
れ
き
り
な
の
で
す
。
そ
れ
を
何
時
ど
う
し
て
更
に
此
処
へ
運
ん
で
来
た
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
全
然
み

え
な
い
。
そ
こ
で
、
知
思
院
の
法
然
上
人
の
廟
墓
と
上
人
の
御
遺
骨
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
が
こ
の
嘉
禄
の
法
難
後
文
暦
年

聞
に
、
勢
観
一
男
源
智
上
人
に
依
っ
て
右
の
地
に
廟
塔
が
と
と
の
え
ら
れ
、
そ
う
し
て
坊
舎
も
設
け
ら
れ
た
。
や
が
て
そ
れ
が
大
谷
寺
或

は
知
思
教
院
と
よ
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
後
世
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
劃
期
は
先
程
申
し
ま
し
た
、
近
世
初
頭
、

慶
長
八
年
か
ら
の
、
あ
の
知
恩
院
の
大
拡
張
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
徳
川
家
康
の
母
伝
通
院
が
、
伏
見
城
で
慶
長
七
年
に
死
に
ま
す
と

そ
の
葬
式
を
知
恩
院
で
執
行
し
ま
し
た
。
徳
川
家
の
宗
旨
は
、
浄
土
宗
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
そ
れ
を
機
に
こ
の
知
恩
院
の
大
拡
張
を

企
て
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
と
か
ら
宮
崎
先
生
の
話
し
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
よ
大
谷
の
親
驚
聖
人
の
廟
所
あ
と
現



山
甲
府
泰
院
の
背
後
に
直
に
亭
々
た
る
石
垣
が
迫
っ
て
い
る
。
あ
れ
で
随
分
ひ
ど
い
谷
間
、
勾
配
そ
埋
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か

り
ま
す
。
知
恩
院
の
一
宗
の
地
位
に
つ
い
て
一
一
一
一
一
口
し
ま
す
と
、
大
体
法
然
上
人
直
後
は
、
京
都
で
は
、

し
ば
ら
く
西
山
系
統
が
圧
倒
的

で
あ
り
、
鎮
西
系
統
と
し
ま
し
て
は
、

清
浄
華
院
の
向
阿
上
人
の
活
動
が
顕
著
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
更
に
百
万
遍
知
思
寺
が
有

力
、
知
思
院
は
廟
所
い
う
だ
け
で
、
寺
と
し
て
の
勢
力
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
唯
や
は
り
青
蓮
院
が
陰
に
陽
に
知
思
院
を
庇
護
し
て
お

り
ま
す
。
殊
に
大
永
年
間
百
万
遍
知
恩
寺
の
伝
数
日
が
、
浄
土
宗
の
木
寺
を
百
万
遍
に
し
よ
う
と
企
て
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
青
蓮
院
の

尊
鋲
法
親
王
が
憤
慨
さ
れ
極
力
そ
れ
に
反
対
さ
れ
る
の
で
す
が
、
ど
う
も
形
勢
が
悪
い
。
憤
激
の
あ
ま
り
と
う
と
う
親
王
は
高
野
山
に

龍
罰
さ
れ
る
仕
儀
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
叡
山
が
騒
ぎ
出
し
、
や
っ
と
伝
誉
の
非
望
は
く
じ
か
れ
、
改
め
て
知
恩
院
が
一
宗
の
本
寺
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
後
相
原
天
皇
の
時
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
続
い
て
天
文
年
聞
に
は
正
親
町
天
皇
よ
り

「
致
破
の
倫
旨
し
と
い
う
の
が
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
で
も
っ
て
は
っ
き
り
と
、

一
宗
の
本
寺
に
確
定
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ

れ
を
内
容
外
観
共
に
確
実
に
し
た
の
が
、
前
述
の
近
世
初
頭
の
知
恩
院
の
大
拡
張
で
あ
り
ま
す
。
や
が
て
徳
川
幕
府
は
後
陽
成
天
皇
の

皇
子
を
拝
し
て
宮
門
跡
と
し
ま
す
。
所
謂
知
恩
院
宮
、
華
頂
宮
が
こ
れ
で
、
初
代
良
純
法
親
王
以
下
明
治
の
初
め
迄
連
綿
と
し
て
つ
づ

い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
い
ろ
い
ろ
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
地
へ
参
り
ま
し
て
そ
の
都
度
中
し
上

げ
ま
し
ょ
う
。
何
か
話
が
前
後
し
ま
し
て
お
分
り
に
く
か
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
体
士
口
水
草
庵
の
地
と
大
谷
禅
坊
の
地
と
を

現
在
考
え
ら
れ
る
範
囲
に
於
い
て
中
上
げ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。

法
然
上
人
と
吉
水
禅
坊

一
一
一
九


