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は
じ
め
に

皆
さ
ん
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
つ
教
如
上
人
の
東
本
願
寺
別
立
」
と
い
う
講
題
で
、
本
願
寺
が
東
西
に
分
か
れ
た
経
緯
を

お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
歴
史
の
分
野
を
少
し
勉
強
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
歴
史
的
な
お
話
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

現
在
、
京
都
駅
の
駅
前
に
は
、
東
本
願
寺
と
西
本
願
寺
と
が
分
か
れ
て
存
立
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
厳
然
と
し
て
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
一
般
の
方
に
も
、
「
ど
う
し
て
本
願
寺
は
東
と
西
に
分
か
れ
た
の
か
」
と
い
う
、
単
純
な
疑
問
が
あ
る
わ
け
で
す
。

私
は
講
題
に
、
「
別
立
」
と
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
般
に
は
「
分
派
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
「
分
派
」
は
、
「
派
を
か
か
っ
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
「
分
か
つ
」
の
は
誰
か
と
い
う
と
、
一
般
的
に
は
、
こ
れ
は
徳
川
家
康
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に

単
純
に
図
式
化
し
て
い
く
。
で
す
か
ら
、
観
光
パ
ス
の
ガ
イ
ド
さ
ん
な
ん
か
は
、
「
徳
川
家
康
が
本
願
寺
の
勢
力
が
大
き
す
ぎ
る
の

で
二
分
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
説
明
を
し
ま
す
。
家
康
の
当
時
、
本
願
寺
の
勢
力
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
勢
力
を
弱
体

化
す
る
た
め
に
二
つ
に
割
っ
た
の
だ
と
、
一
般
的
に
よ
く
三
一
口
わ
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
は
そ
う
い
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

結
論
的
に
言
え
ば
、
第
十
一
代
・
顕
如
上
人
(
一
五
回
二
了
一
五
九
二
)
と
そ
の
妻
・
如
春
尼
さ
ま
(
一
五
四
四
i
一
五
九
八
)
で
す

が
、
こ
の
方
た
ち
と
そ
の
長
男
・
教
如
さ
ん
と
い
う
親
子
、
こ
れ
が
対
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
に
し
た
が
う
末
寺

の
グ
ル
ー
プ
、
つ
ま
り
教
如
上
人
を
支
持
す
る
と
い
う
グ
ル
ー
プ
、
そ
れ
か
ら
顕
如
さ
ん
を
支
持
す
る
グ
ル
ー
プ
、
こ
う
い
う
グ
ル

ー
プ
に
本
願
寺
教
団
が
分
か
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
分
か
れ
た
教
団
を
徳
川
家
康
が
結
果
的
に
追
認
し
た
。
そ
し
て
、
い
ま
の

東
本
願
寺
の
寺
地
を
家
康
が
寄
付
し
た
、
こ
う
い
う
こ
と
が
結
論
的
な
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
親
子
対
立
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
石
山
合
戦
(
元
亀
元
年
〔
一

五
七
0
1
〕
)
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
本
願
寺
教
団
と
織
田
信
長
が
対
立
し
て
戦
い
ま
し
た
。
そ
の
石
山
合
戦
を

終
結
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
顕
如
上
人
と
教
如
上
人
の
意
見
が
対
立
し
て
、
そ
れ
で
教
団
が
分
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
石
山
合
戦
と
い
う
の
は
、
元
亀
元
年
か
ら
十
年
間
に
わ
た
っ
た
合
戦
で
あ
り
ま
す
。
合
戦
と
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
当

時
の
一
般
的
な
合
戦
と
少
し
違
い
ま
す
の
は
、
当
時
は
上
杉
謙
信
と
か
武
田
信
玄
と
か
、
毛
利
元
就
と
か
、
あ
る
い
は
織
田
信
長
、
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今
川
義
元
な
ど
と
い
う
群
雄
が
割
拠
し
て
い
る
時
代
で
す
。
そ
う
い
う
戦
国
大

名
は
、
権
力
、
領
地
と
い
う
も
の
を
拡
大
し
て
い
き
、
天
下
を
統
一
し
よ
う
と

し
て
戦
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
本
願
寺
は
合
戦
と
言
い
ま
し
で
も
、
親
鷲

聖
人
の
御
影
を
い
か
に
守
護
し
、
聖
人
の
教
え
を
い
か
に
護
持
し
て
い
く
か
、

相
続
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
時
に
は
門
徒
の

く

わ

す

き

方
々
も
弓
や
槍
、
あ
る
い
は
鍬
や
鋤
を
も
っ
て
弾
圧
し
て
く
る
勢
力
と
戦
つ

V

ん
ね
い

た
。
そ
の
根
本
に
は
、
何
と
言
っ
て
も
、
法
義
を
相
続
し
て
い
く
、
御
真
影
を

護
持
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
。

ぴ

本
願
寺
教
団
の
勢
力

し

教
如
上
人
が
生
ま
れ
た
の
は
永
禄
元
年
(
一
五
五
八
)
で
、
二
歳
の
と
き
に

は
、
桶
狭
間
の
合
戦
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
期
、
本
願
寺
は
門
跡
寺
院
に
な

り
、
勢
力
が
大
き
く
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
俗
な
三
三
言
一
百
口
葉
で
ヨ

な
つ
た

O

と
い
う
の
は
こ
の
頃
、
本
願
寺
は
寺
内
町
と
い
う
の
を
形
成
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
租
税
が
免
除
さ
れ
て
い
ま
し
た
し
、
そ
し
て
、
権
力
が
入

っ
て
こ
な
い
。
営
業
も
自
由
に
し
て
い
た
わ
け
な
ん
で
す
。

寺
内
町
に
は
全
国
か
ら
ご
門
徒
が
寄
っ
て
来
ら
れ
ま
す
。
宗
祖
や
歴
代
の
御

命
日
に
は
、
加
賀
、
紀
州
、
尾
張
、
三
河
、
各
地
の
ご
門
徒
が
数
多
く
上
山
し

ま
す
。
ま
た
、
番
衆
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
、
た
と
え
ば
三
十
日
番
衆
と
い
っ

て
、
宗
祖
の
御
命
日
の
二
十
八
日
を
期
日
と
し
て
、
一
ヶ
月
間
本
願
寺
を
香
し

に
来
ま
す
。
ま
た
真
宗
門
徒
に
は
、
商
人
と
か
手
工
業
者
、
運
送
業
の
人
と

か
、
農
民
以
外
の
人
た
ち
も
た
く
さ
ん
ご
門
徒
の
な
か
に
お
ら
れ
ま
し
た
。

そ
う
い
う
ご
門
徒
や
手
工
業
者
な
ど
、
寺
内
町
に
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
た

と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
技
術
と
か
、
富
が
集
積
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
本
願
寺
は
、
軍
事
力
、
経
済
力
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
へ
も
っ

て
き
て
、
念
仏
者
・
同
行
と
し
て
の
団
結
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
当
時
、
織

田
信
長
な
ど
が
天
下
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
目
の
上
の
た
ん
こ
ぶ
に

な
る
ん
で
す
。

そ
れ
で
信
長
は
、
矢
銭
、

もと

つ
ま
り
軍
事
資
金
の
名
目
で
大
坂
本
願
寺
に
五
千

• 

貫
の
銭
を
要
求
し
ま
す
。
堺
に
は
二
万
貫
要
求
し
ま
し
た
。
本
願
寺
は
い
ち
お

う
お
金
を
出
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
信
長
は
、
寺
地
を
退
去
す
る
よ
う
に

と
い
う
要
求
を
突
き
つ
け
て
き
ま
す
。
顕
如
上
人
は
そ
れ
を
拒
否
し
ま
し
て
、

そ
こ
に
合
戦
が
始
ま
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

顕
知
上
人
は
第
十
一
代
で
あ
り
ま
し
て
、
妻
は
如
春
尼
と
申
し
ま
す
。
如
春

尼
は
、
コ
一
条
西
公
頼
の
娘
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
姉
は
武
田
信
玄
の
奥
さ
ん
。

ゅ
、
?
し

二
人
の
姉
は
、
当
時
、
機
内
随
一
の
戦
国
武
将
、
細
川
晴
元
に
猶
子
に
入
っ
て

い
ま
す
。
こ
う
い
う
関
係
で
顕
如
さ
ん
は
、
反
信
長
の
勢
力
、
浅
井
、
朝
倉
、

あ
る
い
は
武
田
信
玄
と
親
戚
関
係
で
あ
り
ま
す
し
、
同
盟
関
係
を
結
ん
で
お
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
り
ま
し
て
、
顕
如
上
人
は
全
国
の
ご
門
徒
に
対

し
て
、
本
願
寺
が
退
転
な
き
ょ
う
に
撒
文
を
送
り
ま
す
。
そ
し
て
、
合
戦
に
立

ち
上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

石
山
合
戦
と
信
長

教
如
上
人
は
石
山
合
戦
が
起
こ
っ
た
時
は
十
三
歳
で
す
。
で
す
か
ら
十
年
間

続
い
た
石
山
合
戦
の
期
間
は
、
十
三
歳
か
ら
二
十
三
歳
と
い
う
、
い
わ
ば
多
感

な
頃
で
、
元
服
か
ら
大
人
に
な
る
時
期
に
、
常
に
信
長
と
対
立
し
て
い
る
と
い

う
、
そ
う
い
っ
た
環
境
の
中
で
育
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
お
父

さ
ん
の
顕
如
上
人
を
補
佐
し
て
お
ら
れ
た
。
だ
か
ら
教
如
上
人
は
、
信
長
が
ど

う
い
う
人
物
な
の
か
、
信
長
軍
が
ど
ん
な
戦
い
方
を
し
て
き
た
の
か
、
よ
く
見

て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

天
正
八
年
(
一
五
八
O
)

三
月
十
七
日
、
信
長
は
起
請
文
で
和
議
の
条
件
を

出
し
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
お
盆
ま
で
に
大
坂
本
願
寺
の
寺
地
を
退
去
し
て

欲
し
い
と
か
、
あ
る
い
は
、
信
長
の
支
配
し
た
加
賀
を
お
返
し
し
ま
す
よ
と

か
、
七
ヵ
条
の
条
件
を
出
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
勅
命
講
和
」
と
言
い
ま
し
て
、

朝
廷
が
な
か
に
入
っ
た
わ
け
で
す
。

じ
つ
は
前
年
の
天
正
七
年
十
二
月
頃
か
ら
和
議
の
話
が
出
て
い
ま
す
。
当
時

の
正
親
町
天
皇
の
勅
使
と
し
て
、
庭
田
重
保
、
勧
修
寺
晴
豊
と
い
う
方
た
ち

が
本
願
寺
と
信
長
の
聞
に
入
っ
た
。
じ
つ
は
本
願
寺
も
、
天
正
四
年
の
頃
か
ら

• 
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兵
糧
攻
め
に
あ
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
も
う
こ
の
頃
に
は
耐
え
き
れ
な
い
。
毛

利
元
就
や
輝
元
か
ら
兵
糧
米
を
運
ん
で
も
ら
っ
た
り
も
し
て
お
り
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
兵
糧
を
満
載
し
た
船
が
九
鬼
嘉
隆
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
兵
糧
が
絶
た
れ
て
し
ま
い
、
大
坂
本
願
寺
は
も
は
や
持

ち
き
れ
な
く
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

話
は
前
後
し
ま
す
が
、
信
長
は
、
「
天
下
布
酌
」
と
い
う
印
鑑
を
用
い
ま
し

た
。
「
天
下
を
あ
ま
ね
く
武
力
で
制
す
る
」
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
、

天
下
は
自
分
に
委
任
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

信
長
は
、
こ
の
印
鑑
を
用
い
る
以
前
に
は
、
「
麟
麟
」
の
「
麟
」
の
宇
を
変

形
さ
せ
た
字
を
花
押
と
し
て
用
い
ま
す
。
中
国
で
は
牒
麟
は
実
在
し
な
い
動
物

で
す
が
、
中
国
の
故
事
で
は
、
平
和
な
時
代
に
訪
れ
る
動
物
で
あ
り
、
こ
れ
を

用
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
信
長
の
出
現
は
世
の
中
に
平
和
を
も
た
ら
す
、
自
分

は
天
下
を
委
任
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
こ
う
い
う
発
想
な
ん
で
す
。
そ
し
て
、
信

長
以
前
の
中
世
的
な
考
え
方
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
す
べ
て
否
定
し
て
い
く
。

た
と
え
ば
、
石
山
合
戦
が
始
ま
っ
た
元
亀
元
年
に
は
、
信
長
は
比
叡
山
を
焼

き
討
ち
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
比
叡
山
と
い
う
の
は
だ
い
た
い
、
平
安
時
代
か

ら
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
も
の
の
代
名
詞
で
し
た
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
比
叡

山
は
鬼
門
の
方
角
に
あ
た
り
ま
す
か
ら
、
手
を
つ
け
な
い
と
い
う
の
が
当
時
の

常
識
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
信
長
は
そ
れ
を
焼
き
討
ち
に
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

頃
か
ら
、
信
長
は
仏
敵
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
観
念
が
出
て
き
ま
す
。
で
す

か
ら
、
教
如
さ
ん
と
し
て
も
、
信
長
は
法
敵
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を

持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

教
如
上
人
の
立
場

話
を
戻
し
ま
す
が
、
天
正
八
年
間
三
月
五
日
、
本
願
寺
と
信
長
の
聞
に
朝

廷
が
入
り
、
本
願
寺
側
は
信
長
の
申
し
出
を
承
諾
す
る
と
い
う
こ
と
で
「
血
判

の
誓
詞
」
を
朝
廷
に
出
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
講
和
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
教
如
は
寵
城
す
る
こ
と
を
主
張
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
和
睦
に
反
対
な
わ
け

で
す
。

-

こ
こ
に
教
如
上
人
が
自
分
を
支
持
す
る
全
国
末
寺
門
徒
に
宛
て
た
書
状
が
あ

り
ま
す
。
教
如
さ
ん
は
、
龍
城
す
る
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
を
書
い
て
い
ま

す。
①
教
如
書
状
(
天
正
八
年
間
三
月
七
日
付
)

あ
い
と
l
y

一
の
い
，
，
k
q
J

ろ
っ

今

度

〔

〕

無

事

す

で

に

相

調

候

ニ

付

、

当

寺

信

長

へ

あ
肌
柑
厩
斜
艇
引
料
品
卸
数
代
之
本
寺
聖
人
の
御
座
を
彼
輩
(
信
長
の
こ

脳

州

法

川

と
)
馬
の
ひ
つ
め
に
け
か
さ
ん
事
、
一
宗
の
無
念
な
け
き
入
計
候
。
:

た
、
ひ
と
へ
に
当
流
相
続
候
て
仏
法
無
退
転
や
う
に
と
思
事
候
。

②
蓮
如
上
人
己
来
数
代
之
本
寺
聖
人
之
御
座
跡
を
法
敵
に
相
わ
た
し
、
永
く

彼
輩
の
す
み
か
と
な
し
果
へ
き
事
歎
入
候
て
:
:
:
※
(
)
は
筆
者

①
で
は
、
法
敵
・
仏
敵
で
あ
る
信
長
軍
の
馬
の
耐
に
御
真
影
を
汚
さ
れ
た
く

な
い
の
だ
と
、
②
で
は
、
蓮
如
上
人
巳
来
の
法
義
相
続
が
、
「
法
敵
」
に
断
ち

切
ら
れ
る
こ
と
は
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
教
如
上
人
と
し
て
は
、

法
義
を
相
続
し
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
、
強
い
意
志
が
あ
る
の
で
す
。

だ
い
た
い
信
長
に
は
、
「
表
裏
二
心
」
が
あ
る
と
教
知
上
人
は
考
え
て
お
ら

れ
ま
す
。
長
島
の
一
向
一
授
(
元
亀
二
年
)
で
信
長
は
、
い
っ
た
ん
和
議
を
し

て
お
い
た
上
で
、
ご
門
徒
を
こ
と
ご
と
く
な
で
切
り
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
、

ご
門
徒
た
ち
は
信
長
に
明
け
渡
す
と
い
う
こ
と
で
、
逃
げ
出
し
て
い
く
と
こ

ろ
、
柵
で
囲
っ
て
火
を
つ
け
た
り
と
、
ざ
っ
と
二
万
人
の
ご
門
徒
が
殺
さ
れ
た

と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
裏
切
り
と
言
い
ま
す
か
、
表
と
裏
の
二
心
が
あ
る

の
が
信
長
で
あ
る
と
、
教
如
上
人
は
考
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

も
と
も
と
大
坂
本
願
寺
と
い
う
の
は
蓮
如
上
人
の
大
坂
坊
舎
の
跡
で
す
。
山

科
本
願
寺
が
焼
か
れ
て
、
こ
の
坊
舎
に
移
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
以
来
、

こ
の
天
正
八
年
で
ざ
っ
と
八
十
五
年
に
も
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
全
国
の
ご

門
徒
の
な
か
に
も
教
如
上
人
の
撤
丈
に
同
調
す
る
人
た
ち
が
出
て
き
ま
す
し
、

い

り

ゆ

っ

て

ら

ざ

む

ら

い

下
問
頼
竜
な
ど
寺
侍
に
も
同
調
す
る
者
が
出
て
き
ま
す
。
そ
う
し
て
、
こ
の

三
月
か
ら
閏
三
月
に
か
け
て
教
団
が
割
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
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大
坂
本
願
寺
か
ら
の
退
去

ぴ

そ
の
よ
う
な
状
況
を
見
て
お
父
さ
ん
の
顕
如
上
人
は
、
お
盆
ま
で
に
退
去
す

る
と
い
う
和
議
の
内
容
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
い
ち
は
や
く
四
月
九
日
に
は
大

さ
ぎ
の
も
り

坂
を
明
け
渡
し
、
御
真
影
を
も
っ
て
紀
州
の
鷺
森
に
退
去
し
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
妻
の
如
春
尼
、
准
如
、
そ
の
他
、
下
問
仲
之
、
頼
廉
と
い
う
人
た
ち
が
一
緒

に
退
去
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
一
緒
に
行
動
し
な
い
の
が
教
如
上
人
と
、

上
人
を
支
持
す
る
グ
ル
ー
プ
で
す
。
で
す
か
ら
、
も
う
こ
こ
で
教
如
教
団
と
い

う
も
の
が
芽
生
え
て
き
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
わ
け
で
す
。

教
如
上
人
は
結
局
、
五
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
足
か
け
四
ヶ
月
、
龍
城
さ

れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
最
後
ま
で
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
、
教
如
さ
ん
は
八
月
二
日
、
先
の
関
白
だ
っ
た
近
衛
一
郎
知
に
本
願
寺
を

あ
ず
け
て
退
去
し
ま
す
。
そ
の
直
後
、
大
坂
本
願
寺
は
火
を
か
け
ら
れ
て
焼
か

れ
ま
す
。
寺
内
町
も
ろ
と
も
に
灰
憧
に
帰
し
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

こ
の
後
、
教
如
上
人
は
お
父
さ
ん
た
ち
の
い
る
紀
州
鷺
森
に
向
か
い
ま
し

た
。
、
だ
い
た
い
こ
の
年
の
三
月
の
時
点
で
教
如
上
人
は
義
絶
さ
れ
て
い
た
の
で

す
け
ど
、
や
は
り
親
子
で
す
か
ら
ね
。
和
歌
山
県
の
雑
骨
崎
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
大
坂
の
河
内
門
徒
に
宛
て
ら
れ
た
教
如
上
人
の
お
手
紙
が
残
っ
て
い
ま
す
。

「
今
、
雑
賀
に
来
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
お
父
さ
ん
に
会
え
な
い
の
だ
」
と
、

そ
う
い
う
九
月
六
日
付
の
書
状
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も

天
正
八
年
九
月
六
日
ま
で
は
雑
賀
に
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
ど
う
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
じ
つ
は
そ
の
後

ど
こ
へ
行
か
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
分
か
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
近

年
の
研
究
で
は
、
ほ
ほ
分
か
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
天
正
八
年
九

月
か
ら
天
正
十
年
六
月
二
日
に
か
け
て
の
二
年
間
、
教
如
さ
ん
は
身
を
隠
し
て

お
ら
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
す
。
そ
れ
で
こ
の
天
正
十
年
六
月
二
日
と
い
う
の

は
、
じ
つ
は
本
能
寺
の
変
で
信
長
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
大
坂

本
願
寺
が
も
う
少
し
頑
張
っ
て
い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
か
。
も
ち
ろ
ん
、
歴

史
に
「
も
し
」
と
い
う
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。

• 

しもと

流
浪
期
の
教
如
上
人

そ
れ
で
、
教
如
さ
ん
は
一
一
年
問
、
身
を
隠
し
て
お
ら
れ
る
。
で
す
か
ら
こ
の

時
期
は
「
流
浪
期
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
流
浪
期
に
あ
た
る
天

正
九
年
に
も
教
如
上
人
の
名
前
で
絵
伝
が
下
付
さ
れ
て
い
る
の
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
岐
車
県
の
郡
上
八
幡
安
養
寺
に
「
大
谷
本
願
寺
親
鷲
伝
絵
」
と
い
う

絵
伝
四
幅
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
裏
書
き
は
、
天
正
九
年
二
一
月
二
日
付
で
、

宛
先
は
「
濃
州
郡
上
安
養
寺
常
住
物
也
、
願
主
釈
乗
了
」
と
い
う
こ
と
で
、

こ
れ
が
釈
教
如
の
名
前
で
授
与
下
付
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

親
驚
聖
人
の
御
影
像
と
か
歴
代
の
絵
像
、
阿
弥
陀
さ
ん
の
絵
像
と
か
を
下
付

す
る
権
限
と
い
う
の
は
、
当
時
の
門
主
(
法
主
)
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
教
如
が

下
ろ
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
流
浪
期
で
す
け
れ
ど
も
、
教
如
上
人
は
門
主
と
い

う
立
場
で
下
付
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
顕
如
上
人
に
で
は
な
く
教
如

上
人
に
求
め
る
門
徒
団
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
教
如
教
団
と

い
う
も
の
が
、
す
で
に
萌
芽
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す

1
叫

O近
年
の
研
究
で
教
如
上
人
は
、
紀
州
雑
賀
崎
か
ら
奈
良
を
通
っ
て
、
そ
し
て

湖
東
(
滋
賀
県
の
琵
琶
湖
の
東
側
)
を
通
っ
て
、
そ
し
て
湖
北
の
伊
香
郡
か

ら
、
越
前
福
井
の
大
野
の
付
近
に
入
っ
て
い
く
。
福
井
県
の
大
野
市
か
ら
東
へ

行
く
と
、
そ
こ
で
九
頭
竜
川
。
そ
の
峠
を
下
り
ま
す
と
、
岐
阜
県
の
白
鳥
と
い

う
こ
と
ろ
。
白
鳥
は
郡
上
八
幡
の
少
し
北
側
で
す
。
そ
の
白
鳥
を
ず
っ
と
の
ぼ

っ
て
庄
川
か
ら
越
中
富
山
県
の
城
端
に
来
ま
す
。
城
端
に
は
教
如
を
支
援
し
た

菩
徳
寺
(
城
端
別
院
)
と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
空
勝
と
い
う
、

教
如
を
、
大
坂
拘
様
の
と
き
か
ら
、
支
援
し
て
い
る
北
陸
の
有
力
な
人
物
が

お
り
ま
す
。

青
木
馨
氏
が
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
三
河
の
山
間
部
か
ら
尾
張
、

一
宮
に
か
け
て
、
教
如
上
人
が
天
正
九
年
ご
ろ
に
下
付
さ
れ
た
証
如
上
人
の
絵

像
が
九
点
か
ら
、
十
一
点
ほ
ど
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
実
証
し
て
お
ら
れ
ま

す。

• 
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• 

二
一
、
四
年
前
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
「
名
古
屋
別
院
史
』
に
も
、
尾
張
、
二
呂

の
近
辺
に
教
如
さ
ん
が
流
浪
期
の
と
き
に
下
付
し
た
絵
像
、
御
絵
伝
と
い
う
も

の
を
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
教
如
上
人
に
求
め
る
門
徒
が
た
く
さ
ん

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
で
も
名
古
屋
は
お
東
の
ご
門
徒
が
非
常
に
多
い
で

す
ね
。
教
如
さ
ん
を
支
持
し
て
き
た
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。

秀
吉
政
権
と
本
願
寺

5 

そ
の
う
ち
に
本
能
寺
の
変
が
起
こ
り
、
信
長
が
亡
く
な
り
ま
す
。
こ
の
知
ら

せ
を
聞
い
た
教
如
上
人
は
、
一
目
散
に
和
歌
山
の
鷺
森
に
行
き
、
お
父
さ
ん
の

顕
如
上
人
に
詫
び
状
を
書
き
ま
す
。
そ
し
て
、
親
子
和
解
を
す
る
。

こ
の
後
、
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
天
正
十
一
年
に
本
願
寺
は
貝

塚
に
行
き
ま
す
。
こ
の
貝
塚
か
ら
天
正
十
三
一
年
に
は
天
満
へ
、
そ
し
て
、
天
正

十
九
年
に
い
ま
の
京
都
へ
と
少
し
ず
つ
本
願
寺
の
寺
基
が
移
っ
て
き
ま
す
。

そ
し
て
、
丈
禄
元
年
(
一
五
九
二
)
年
十
一
月
二
十
日
、
顕
如
上
人
が
今
で

言
う
脳
卒
中
で
倒
れ
ら
れ
ま
し
て
、
二
十
四
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
十
二
月
十
日
に
顕
如
上
人
の
お
葬
式
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
で
お

骨
が
帰
っ
て
き
ま
す
ね
、
こ
の
還
骨
の
勤
行
を
誰
が
勤
め
ら
れ
た
か
と
い
う

と
、
こ
れ
が
教
如
上
人
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

「
秀
吉
朱
印
状
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
秀
吉
か
ら
本

願
寺
新
門
跡
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
、
現
在
は
東
本
願
寺
に
残
っ
て
い
ま
す
。

門
跡
(
顕
如
)
不
慮
之
儀
、
無
是
非
次
第
、
絶
言
語
候
、
就
中
、
其
方
総

領
(
教
如
)
儀
候
問
、
有
相
続
、
法
度
以
下
、
堅
申
付
、
勤
行
無
怠
慢
、

当
家
相
立
覚
悟
持
、
肝
要
候
、
然
者
、
門
跡
本
坊
ヘ
被
相
移
、
其
方
之
屋

形
ヘ
理
光
院
(
准
如
)
う
つ
し
、
北
の
御
か
た
相
副
、
・
:

極
月
十
二
日
秀
吉
(
朱
印
)

本
願
寺

新

門

跡

※

(

)

は

筆

者

こ
の
秀
吉
の
書
状
は
文
禄
元
年
十
二
月
十
二
日
付
で
す
か
ら
、
顕
如
上
人
の

お
葬
式
の
二
日
後
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
秀
吉
は
朝
鮮
半
島
に
出
兵

• 

し
て
お
り
ま
し
て
、
加
藤
清
正
、
小
西
行
長
、
石
田
三
成
等
は
朝
鮮
半
島
に
渡

っ
て
い
ま
す
。
秀
吉
自
身
は
肥
前
、
今
の
長
崎
県
と
佐
賀
県
の
あ
た
り
に
い
て

そ
こ
か
ら
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
言
う
な
ら
ば
、
「
総
領
儀
相
続
」
す

な
わ
ち
教
如
上
人
の
継
承
を
天
下
人
(
秀
吉
)
が
公
的
に
認
め
た
と
い
う
書
状

で
あ
る
わ
け
で
す
。

偽
の
譲
り
状

と
こ
ろ
が
、
翌
年
の
丈
禄
二
年
、
秀
吉
は
大
坂
に
帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、

こ
ん
ど
は
有
馬
温
泉
に
湯
治
に
行
く
の
で
す
が
、
そ
こ
へ
、
教
如
上
人
の
母
・

如
春
尼
が
「
じ
つ
は
、
亡
く
な
っ
た
夫
・
顕
如
上
人
か
ら
、
コ
一
男
の
准
如
に
宛

て
た
譲
り
状
が
あ
り
ま
す
」
と
言
っ
て
、
秀
吉
の
も
と
に
持
っ
て
行
く
と
い
う

行
動
に
出
ま
す
。
じ
つ
は
、
こ
れ
は
偽
文
書
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

譲
渡
状

大
谷
本
願
寺
御
影
堂
留
守
職
之
事
、
可
為
阿
茶
(
准
如
)
者
也
。
先
年
雛

喜
之
、
猶
為
後
代
書
置
之
候
。
此
旨
於
違
背
輩
在
之
者
、
堅
可
加
成
敗
者

也
。
の
譲
状
如
件
。

天
正
十
五
亥
丁
暦
極
月
六
日
光
佐

阿
茶
御
か
た
へ

(
顕
如
)

(
花
押
)

※
(
)
は
筆
者

「
譲
渡
状
」
と
い
う
の
は
、
今
で
吾
一
口
う
遺
言
状
と
同
じ
こ
と
で
絶
対
的
な
も

の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
如
春
尼
が
持
っ
て
き
た
「
譲
り
状
」
は
、
当
時
の
書
札

れ
い礼

と
し
て
は
、
譲
り
状
と
し
て
の
体
を
な
し
て
い
な
い
、
そ
う
い
う
も
の
を
秀

吉
に
持
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

秀
吉
は
、
日
を
改
め
て
九
月
十
五
日
に
な
っ
て
、
大
阪
城
に
関
係
者
を
集
め

査
問
を
し
ま
す
。
そ
こ
で
秀
吉
は
、
教
如
は
十
年
間
だ
け
本
願
寺
の
門
主
を
勤

め
な
さ
い
と
、
そ
し
て
、
こ
の
「
阿
茶
」
と
あ
り
ま
す
の
は
准
如
で
す
が
、
十

年
経
っ
た
ら
准
如
に
譲
り
な
さ
い
と
、
そ
し
て
譲
っ
た
後
は
、
教
如
さ
ん
に
コ
一

千
石
を
与
え
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
裁
定
・
条
件
を
出
す
わ
け
な
ん
で
す
。

そ
れ
で
そ
の
と
き
、
下
問
頼
竜
、
あ
る
い
は
粟
津
な
ど
、
何
人
か
教
如
上
人
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を
支
え
た
寺
侍
が
い
る
の
で
す
が
、
そ
ん
な
譲
り
状
は
見
た
こ
と
が
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
秀
吉
に
食
っ
て
掛
か
り
ま
す
。
す
る
と
秀
吉
は
逆
に
激
怒
し
ま
し

て
、
「
教
如
は
即
刻
ク
ピ
で
あ
る
」
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。

秀
吉
は
、
「
秀
吉
証
状
」
で
こ
う
言
っ
て
お
り
ま
す
。

本
願
寺
影
堂
留
守
職
之
事
、
親
鷲
聖
人
以
来
代
々
証
文
、
殊
先
師
光
佐

(
顕
如
)
譲
状
、
明
鏡
之
次
第
、
則
殿
下
経
、
叡
慮
、
難
為
三
男
、
任
寺

法
之
旨
、
光
昭
(
准
如
)
仁
被
仰
付
儀
尤
候
、
然
者
、
勤
行
等
、
弥
無
慨

怠
可
相
励
事
、
専
一
候
也
、

丈
禄
弐
十
月
十
六
日
(
秀
吉
・
花
押
)

本
願
寺
殿

教
如
上
人
は
こ
の
翌
日
、
「
辞
職
納
得
書
」
と
い
う
の
を
出
し
ま
す
。
先
ほ

ど
の
「
秀
吉
朱
印
状
」
で
見
た
よ
う
に
、
「
文
禄
元
年
極
月
」
に
秀
吉
か
ら
門

主
と
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
十
一
ヶ
月
後
に
は
、
こ
ん
ど
は
一
二
男
の
准
如
が
後
継

者
と
し
て
認
め
ら
れ
、
教
如
上
人
は
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で

す。
と
こ
ろ
で
秀
吉
政
権
は
、
「
譲
渡
状
」
を
偽
物
と
見
抜
け
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
し
か
し
秀
吉
は
、
そ
れ
が
偽
物
で
あ
る
こ
と
を

分
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
申
し
ま
す
の
は
、
秀
吉
政
権
は
当
初
、
千
利
休
と
秀
長
の
一
侃
閥
、
そ
れ
か

ら
石
田
三
成
の
派
閥
と
い
う
二
つ
の
派
閥
の
バ
ラ
ン
ス
で
成
り
立
っ
て
い
ま
し

た
。
天
正
十
九
年
に
秀
長
が
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の
直
後
に
千
利
休
は
自
害
を

余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
派
閥
の
バ
ラ
ン
ス
は
崩
れ

て
、
石
田
三
成
の
グ
ル
ー
プ
が
秀
吉
政
権
の
中
枢
に
な
る
わ
け
な
ん
で
す
。

教
如
上
人
と
い
う
人
は
、
千
利
休
と
非
常
に
近
い
関
係
で
し
た
。
千
利
休
が

茶
会
を
開
く
と
き
、
茶
頭
に
は
教
如
上
人
を
も
っ
て
く
る
の
で
す
。
本
願
寺

は
、
秀
吉
か
ら
天
満
に
寺
地
を
も
ら
い
ま
す
が
、
そ
の
前
後
に
教
如
は
利
休
と

茶
会
を
聞
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
准
如
は
行
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

お
父
さ
ん
の
顕
如
も
行
っ
て
い
な
い
。
こ
の
天
満
の
寺
地
を
獲
得
す
る
た
め
の

裏
工
作
も
、
教
如
は
利
休
を
通
し
て
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ
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と
を
面
白
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
石
田
二
一
成
の
グ
ル
ー
プ
だ
っ
た
と
思

う
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
「
譲
渡
状
」
が
偽
物
だ
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
、
こ

う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
三
成
は
教
如
上
人

を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

大
火
ロ
本
願
寺
の
釈
教
如

文
禄
二
年
に
教
如
上
人
は
隠
退
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
隠
退
期

に
お
い
て
も
、
教
如
さ
ん
は
門
主
の
権
限
を
行
使
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
に

下
付
さ
れ
た
親
驚
聖
人
の
絵
像
の
裏
書
き
が
あ
り
ま
す
。

大
谷
本
願
寺
釈
教
如
(
花
押
)

丈
禄
五
年
四
月
十
八
日

親
鷺
聖
人
御
影
越
前
回
吉
田
郡
藤
島
郷

願

主

釈

慶

善

い
ま
、
こ
の
文
禄
五
年
に
は
、
す
で
に
准
如
に
譲
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
願
主
・
越
前
の
釈
慶
善
と
い
う
人
は
、
教
如
に
下
付
を
求
め
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
人
ひ
と
り
が
そ
う
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
人
は
今
で
言
え

ば
寺
院
の
住
職
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
ご
門
徒
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
わ
け
で

す
。
そ
の
ご
門
徒
も
承
知
の
う
え
で
な
の
で
す
。
教
如
上
人
の
隠
退
期
に
、
下

付
さ
れ
た
絵
像
の
類
は
、
現
在
、
四
十
点
あ
ま
り
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

金
龍
静
氏
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
時
期
の
教
如
上
人
は
、
親
驚
聖
人
の
御
影

を
下
付
す
る
際
い
ま
見
た
裏
喜
き
の
よ
う
に
、
「
大
谷
本
願
寺
釈
教
如
」
と
書

い
て
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
自
分
こ
そ
が
大
谷
一
流
な
の
だ
と
、
大

谷
本
願
寺
を
相
続
し
て
い
る
の
は
私
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
意
識
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
、
い
う
こ
と
で
す
。

次
に
、
大
阪
難
波
別
院
に
、
文
禄
五
年
(
一
五
九
六
)
に
つ
く
ら
れ
た
釣
り

鐘
が
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
銘
に
は
、
「
大
谷
本
願
寺
」
と
書
い
て
あ
る
。

つ
ま
り
、
隠
退
期
に
も
う
本
願
寺
を
建
て
始
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す。
じ
つ
は
、

こ
の
文
禄
五
年
に
は
、

阪
神
淡
路
大
震
災
ぐ
ら
い
の
規
模
の
地
震

• 
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が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
時
の
大
谷
本
願
寺
が
ど
れ
く
ら
い
の
規

模
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
完
成
し
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
分
か
ら
な

い
わ
け
で
す
が
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
大
谷
本
願
寺
が
建
て
始
め
ら
れ
て
い

た
。
だ
い
た
い
こ
の
場
所
と
い
う
の
は
、
大
阪
城
の
日
の
前
で
す
。
そ
し
て
、

こ
の
時
に
は
、
現
在
の
西
本
願
寺
は
す
で
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
以
外
に
も
、
関
ヶ
原
の
合
戦
の
前
年
ぐ
ら
い
、
慶
長
四
年
(
一
五
九
九
)

こ
ろ
に
、
教
如
上
人
は
正
信
偶
和
讃
を
印
刷
開
版
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

は
、
蓮
如
上
人
が
丈
明
五
年
二
四
七
三
)
に
吉
崎
で
開
版
さ
れ
て
以
来
の
こ

と
で
す
。
正
信
偶
和
讃
を
印
刷
し
て
、
「
釈
教
如
」
と
書
い
て
み
ん
な
に
渡
し

て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
ほ
し
が
る
人
た
ち
が
い
た
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
も
う
、
い
ち
お
う
隠
退
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
何
ら
隠

退
と
い
う
意
識
は
な
い
わ
け
で
す
。
自
分
が
門
主
で
あ
る
と
い
う
、
こ
う
い
う

状
況
な
ん
で
す
ね
。

徳
川
家
康
と
教
如
上
人

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
慶
長
三
年
二
五
九
八
)
に
秀
吉
が
亡
く
な
り
ま

す
。
す
る
と
、
教
知
上
人
は
徳
川
家
康
に
接
近
し
て
い
き
ま
す
。
教
如
さ
ん
と

い
う
の
は
ず
っ
と
、
信
長
や
秀
吉
と
渡
り
合
っ
て
き
た
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ

で
、
秀
吉
の
次
の
天
下
人
は
誰
か
と
、
政
治
状
況
を
読
ん
で
い
る
わ
け
な
ん
で

す
。
そ
れ
は
や
は
り
、
普
通
の
た
だ
の
お
坊
さ
ん
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん。
慶
長
四
年
(
一
五
九
九
)
、
教
如
上
人
は
徳
川
家
康
を
訪
ね
て
い
ま
す
。
教
如

さ
ん
は
、
慶
長
七
年
二
月
に
今
の
東
本
願
寺
の
寺
地
を
家
康
か
ら
寄
進
さ
れ
る

の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
隠
退
の
身
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
慶
長
五
年
五

月
に
は
大
津
御
坊
を
建
て
ま
す
。
直
参
門
徒
で
大
津
商
人
の
豪
商
た
ち
が
教
如

上
人
を
応
援
し
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
人
た
ち
は
家
康
と
通

じ
て
い
る
。
教
如
さ
ん
は
、
そ
う
し
た
人
脈
を
活
か
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
同
じ
く
慶
長
五
年
七
月
二
日
、
教
如
上
人
は
下
野
田
小
山
(
現
在
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の
栃
木
県
)
に
向
け
て
出
発
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
ま
た
徳
川
家
康
と
会
見
し

て
お
り
ま
す
。
こ
の
時
か
ら
二
ヶ
月
後
に
関
ヶ
原
の
合
戦
が
起
こ
る
と
い
う
、

そ
う
い
う
時
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
時
期
に
何
を
し
に
徳
川
家
康
に
会
い
に
行

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
お
そ
ら
く
、
家
康
は
関
西
の
石
田
三
成

等
、
豊
臣
の
残
党
の
情
勢
を
聞
き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
教
如
上

人
に
し
て
み
れ
ば
、
次
の
天
下
人
は
徳
川
家
康
に
違
い
な
い
と
予
測
し
て
い

る
。
だ
か
ら
、
家
康
に
情
報
を
持
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

慶
長
五
年
九
月
十
五
日
、
関
ヶ
原
の
合
戦
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
五
日
後
の

九
月
二
十
日
に
は
教
如
上
人
は
、
大
津
御
坊
で
家
康
を
迎
え
て
い
ま
す
。
そ
の

後
も
、
伏
見
の
家
康
を
訪
問
し
た
り
、
か
な
り
行
き
来
を
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
慶
長
七
年
(
一
六
豆
一
)
、
家
康
か
ら
現
在
の
東
本
願
寺
の
場
所

に
、
寺
地
「
方
四
町
」
を
寄
進
さ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
あ
た
っ

て
、
「
宇
野
新
蔵
覚
書
」
に
は
次
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

合
戦
相
済
候
て
、
大
御
所
様
〔
慶
長
五
年
九
月
〕
御
上
浩
被
成
に
付
、
教

如
様
大
津
迄
御
迎
に
御
出
被
成
候
時
:
:
:
、
本
多
佐
渡
頭
大
御
所
様
へ
被

申
上
候
は
、
本
願
寺
の
家
は
余
之
家
に
は
替
り
申
候
、
御
上
太
閤
之
御
代

に
二
本
に
被
成
候
、
右
之
通
に
被
成
候
而
可
扶
Ti--、
尤
と
御
所
様
御
う

け
被
成
候
而
、
其
替
り
に
此
四
町
四
方
被
進
候
。
.

す
で
に
秀
吉
時
代
に
は
本
願
寺
は
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
家
康
(
御
所

様
)
も
、
そ
れ
も
然
る
べ
き
で
あ
る
と
追
認
し
た
、
と
。
そ
し
て
、
「
御
所
様
」

は
、
東
本
願
寺
の
寺
地
を
寄
進
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
家
康
が
本
願
寺
を

二
つ
に
分
か
っ
た
の
で
な
く
、
す
で
に
秀
吉
の
頃
か
ら
分
か
れ
て
い
た
。
そ
れ

を
家
康
は
追
認
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
害
か
れ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。

つ
ま
や
ば

L

次
に
、
慶
長
八
年
一
月
三
日
、
上
州
厩
橋
、
今
の
群
馬
県
前
橋
市
の
妙
安

寺
か
ら
御
真
影
を
お
迎
え
し
ま
す
。
妙
安
寺
は
、
開
基
が
成
然
と
い
う
「
親
鷲

聖
人
門
侶
交
名
牒
」
に
も
出
て
く
る
人
で
す
。
こ
こ
に
安
置
し
て
あ
っ
た
親
鷲

聖
人
の
ご
木
像
を
お
迎
え
し
た
。
こ
れ
は
、
親
驚
聖
人
が
関
東
か
ら
京
都
へ
お

帰
り
に
な
る
時
に
、
成
然
が
大
変
に
悲
し
ん
だ
の
で
、
聖
人
ご
自
身
が
自
作
の

御
真
影
を
形
見
と
し
て
預
け
ら
れ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
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て
、
こ
れ
が
今
現
在
、
東
本
願
寺
に
ご
安
置
さ
れ
て
い
る
御
真
影
で
あ
り
ま
す

「
4

0こ
の
よ
う
に
し
て
、
教
如
上
人
の
東
本
願
寺
が
認
め
ら
れ
て
、
別
立
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
教
如
体
制
と
い
う
も
の

を
つ
く
る
。
こ
れ
は
一
番
端
的
な
の
は
、
各
地
に
御
坊
を
つ
く
り
ま
す
。
今
で

二
一
日
う
「
別
院
」
で
す
。
地
域
教
団
の
教
化
の
中
枢
に
な
り
ま
す
。

教
如
上
人
は
、
一
貫
し
て
親
驚
聖
人
の
一
流
、
あ
る
い
は
大
谷
一
流
の
法
義

を
相
続
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
本
廟
を
護
持
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な

中
か
ら
東
西
に
分
か
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
、
教

如
上
人
が
、
分
派
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
本
願
寺
を
別
立
し
て
い
か
れ
た
と

い
う
と
こ
ろ
で
お
話
を
い
た
し
ま
し
た
。
ど
う
も
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。

(
う
え
ば
け
ん
ゅ
う
)

二
O
O
三
(
平
成
十
五
)
年
一
月
十
九
日

高
倉
会
館
日
曜
講
演
抄
録

9月21日(日)~23 日(火)

毎朝 6時 30分から

7時40分まで

時]口
u

高倉会館

下京区高倉通り六条上る

(地下鉄)五条駅下車南東

(市バス)烏丸六条下車東

場][会

高岡教区大福寺住職

太田浩 史

真宗大谷派(東本願寺)

1
1
1」

百
叩

品

μ
h
H

催

[講

[主
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腕
「
わ
か
り
や
す
く
し
ゃ
べ
っ
と
る
と
仏
教
ゃ
な
く
な
る
。
」

あ
る
学
習
会
で
聞
い
た
言
葉
に
、
私
は
納
得
で
き
な
か
っ
た
。
仏
教
は
誰

に
で
も
わ
か
る
よ
う
に
語
れ
る
は
ず
だ
し
、
ぜ
ひ
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
か
ら

で
あ
る
。
ま
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
仏
教
を
話
し
て
く
だ
さ
る
方
の
発
言
だ

っ
た
か
ら
、
こ
と
さ
ら
脈
に
落
ち
な
か
っ
た
。

私
も
法
事
の
席
な
ど
、
法
話
(
感
話
)
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
な
る
べ
く

日
常
に
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
で
話
す
よ
う
に
し
て
い
る
。
専
門
的
な
法
話
な
ど

到
底
で
き
な
い
私
が
、
そ
れ
で
も
何
か
話
す
の
は
、
仏
教
に
関
心
を
持
ち
、

と
も
に
開
法
会
に
足
を
運
べ
た
ら
:
・
と
の
思
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、
短
く
、
わ
か
り
や
す
く
、
面
白
く
、
心
に
残
る
話
を
し
よ
う
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
て
、
ハ
ッ
と
し
た
。
確
か
に
仏
教
で
な
く
な
っ
て

い
る
。
話
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
聞
き
や
す
い
話
で
あ
る
。
「
わ
か
り
や

す
い
」
を
求
め
て
仏
教
か
ら
離
れ
て
い
る
。
「
お
お
せ
に
あ
ら
ざ
る
」
こ
と
、

「
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
」
を
話
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一

方
、
開
法
に
お
い
て
も
、
都
合
の
い
い
話
、
だ
け
を
仏
教
と
し
て
聞
い
て
き
た

私
に
気
が
つ
い
た
。
私
に
と
っ
て
、
わ
か
り
や
す
い
話
だ
け
が
仏
教
で
あ
っ

た。
な
ん
と
危
う
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
た
こ
と
か
。

脈
に
落
ち
な
い
こ
と
と
向
き
合
う
な
か
で
、
し
ら
ず
、
今
ま
で
見
え
て
い

な
か
っ
た
私
の
姿
が
見
え
て
き
た
。
納
得
い
か
な
い
、
都
合
に
合
わ
な
い
こ

と
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
目
が
向
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
も
ま
た
「
あ
り
の

ま
ま
」
の
私
の
姿
で
あ
っ
た
。
「
あ
り
の
ま
ま
」
の
私
が
広
が
っ
た
気
が
し

た
。
脈
に
落
ち
な
い
こ
と
と
向
き
合
う
こ
と
は
、
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
知
る

の
に
大
切
な
こ
と
だ
っ
た
。

そ
し
て
ふ
と
、
私
の
都
合
を
超
え
て
、
す
べ
て
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
仏
を
お
も
っ
た
。
「
加
に
落
ち
な
い
こ
と
」
が
私
に
仏
を
感
じ
さ
せ
て

く
れ
た
。

(
嘱
託
研
究
員

浦

統

• 
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今
年
も
敗
戦
の
日
を
迎
え
る
。

先
の
第
二
次
世
界
大
戦
で
敗
戦
国

と
な
っ
た
日
本
は
、
国
を
挙
げ
て
被

災
か
ら
の
復
興
に
突
っ
走
っ
て
き

た
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
、
世
界
の
先

進
国
も
注
目
す
る
ほ
ど
、
短
期
間
に

経
済
力
を
つ
け
国
民
の
生
活
水
準
が

上
が
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
「
世
界
に

追
い
つ
け
、
世
界
を
追
い
越
せ
」
と

い
う
合
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な

鼓
勢
と
、
そ
れ
を
支
え
る
共
通
し
た

勤
勉
さ
に
よ
る
賜
物
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
戦
後
復
興
に
伴
う
国
際

社
会
の
中
で
の
日
本
と
い
う
国
の
位

置
づ
け
の
確
か
め
や
、
対
外
国
と
の

関
係
づ
く
り
に
お
い
て
は
、
お
粗
末

だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
と
い
う
の
も
、
戦
後
五
十
八

年
の
年
月
を
経
て
、
な
お
も
未
解
決

の
ま
ま
放
置
し
て
き
た
ア
ジ
ア
諸
国

と
の
戦
争
責
任
の
問
題
を
は
じ
め
、

さ
ん
か

確
か
に
保
護
保
障
政
策
の
傘
下
に
あ

っ
て
多
く
の
利
点
を
得
た
と
は
い

• 
ぇ
、
国
内
外
の
世

論
を
無
視
し
て
の

ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ

リ
ス
に
よ
る
イ
ラ

ク
攻
撃
へ
の
支
援

決
定
な
ど
、
戦
争

に
懲
り
な
い
面
が

表
面
化
し
て
い

ヲ心。

一
九
九
九
年
の

「
周
辺
事
態
法
」

に
始
ま
り
、
一
一
O

O
一
年
に
は
ア
メ

リ
カ
の
同
時
多
発

テ
ロ
事
件
を
契
機

に
「
テ
ロ
対
策
特

別
措
置
法
」
が
制

定
さ
れ
た
。
そ
し
て
今
年
六
月
に
は

「
武
力
攻
撃
事
態
法
」
を
は
じ
め

「
自
衛
隊
法
」
お
よ
び
「
安
全
保
障

会
議
設
置
法
」
の
一
部
改
正
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
有
事
三
法
が
成
立
、

施
行
さ
れ
た
。
付
帯
決
議
と
し
て
国 アスティ
ち こて令敗 111111義人 ~問問øe ¥ な全まう民
ら私の固さ戦 m!!l警察.............._......._......_......_.. ¥ かっ保ず一保

“たよ民れま ふ asti ¥ って障武年護
をちう統 ξ で ii~;;\\ ...~ VI ¥ ていは力以に
守はな市Ij 0 ぃ ぷふr----------------¥ 日る後行内関
り、前を戦ろ 中。回使にす
、 白例加時い 戦しが行る
w 分が よ 体 ろ律議るかがおどがまやのはるが動さ九争 にあ Y法一
あのあ 2制なにさこわあいの侵た財、あ。思員れ三開 さつ L制.
ち属そ手を統もれとらって点害議産国っ旧い法た八始 れての整，.，
ら す 口作制と、もずた反でさ会 の民子憲起」「年直 た固と備

L3 H23ご品?空:芸E2言語是正幸 i2夏品勇 喜号r目
は」 、て発て l去決すか見にな限 寸 利 の で れ と 総 定 ー に安ノ、こ

ご
」
ち
ら
“
の
領
域
を
広
げ
る
た
め

に
、
か
あ
ち
ら
“
を
敵
と
決
め
つ
け
、

絶
対
服
従
を
誓
う
ま
で
や
っ
つ
け

る
。
そ
れ
で
も
な
お
造
反
の
起
こ
る

お
び

こ
と
を
恐
れ
脅
え
つ
づ
け
る
。
そ
れ

は
限
り
な
く
無
く
な
ら
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
日
仏
拭
し
た
い
が
た
め

に
、
そ
し
て
勢
力
を
誇
示
す
る
た
め

に
、
限
り
な
く
戦
い
を
繰
り
返
す
。

そ
の
た
び
に
、
や
っ
つ
け
ら
れ
た
側

ぞ
う
お

の
反
感
と
憎
悪
は
増
し
広
が
っ
て
い

く
。
対
話
が
閉
ざ
さ
れ
れ
ば
閉
ざ
さ

れ
る
ほ
ど
、
恐
れ
や
脅
え
が
増
大
す

ヲ

h
v
o今

こ
そ
戦
い
の
勝
ち
負
け
に
よ
っ

て
得
る
も
の
少
な
く
、
大
き
な
戦
い

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
失
っ
て
い
く
こ

と
ば
か
り
が
多
い
こ
と
を
知
る
べ
き

時
で
あ
ろ
う
。
騎
る
者
は
久
し
く
続

か
な
い
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。

蓮
如
上
人
の
「
何
と
も
し
て
、
人
に

な
お
さ
れ
候
う
よ
う
に
、
心
中
を
持

つ
べ
し
。
わ
が
心
中
を
ば
、
同
行
の

中
へ
う
ち
い
で
お
く
べ
し
。
」
(
『
御

一
代
記
聞
書
』
一

O
八
・
真
宗
聖
典
八

七
五
頁
)
の
言
葉
を
改
め
て
肝
に
銘

じ
た
い
も
の
で
あ
る
。
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一
九
八
O
年
、
「
金
属
パ
ッ
ト
殺
人
事
件
」
。
二
十

歳
の
大
学
受
験
浪
人
が
就
寝
中
の
両
親
を
金
属
パ
ッ

ト
で
殴
り
殺
す
、
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
い
か

に
も
〈
暴
力
〉
と
は
無
関
係
に
み
え
る
、
ご
く
普
通

の
家
庭
で
起
こ
っ
た
凄
惨
な
殺
人
だ
っ
た
。

「
家
庭
内
暴
力
」
は
、
六
0
年
代
の
後
半
に
は
す

で
に
マ
ス
コ
ミ
等
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
成
績

は
中
よ
り
上
、
家
庭
の
外
で
は
ほ
ど
ん
と
問
題
が
な

い
。
両
親
は
健
在
で
、
経
済
的
に
も
困
つ
て
は
い
な

い
。
暴
力
を
ふ
る
う
理
由
が
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
に

み
え
る
子
ど
も
が
、
突
然
家
族
に
襲
い
か
か
る
。
こ

れ
は
能
力
主
義
社
会
に
対
す
る
「
子
供
た
ち
の
復

讐
」
が
始
ま
っ
た
の
だ
、
と
言
う
人
も
あ
っ
た
。

そ
う
考
え
た
と
き
、
今
の
子
ど
も
た
ち
も
復
讐
を

続
け
て
い
る
、
と
い
う
思
い
を
も
っ
。
「
少
年
犯
罪
」

と
私
た
ち
が
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
本
当
は
大
人
が

子
ど
も
に
犯
さ
せ
て
い
る
犯
罪
で
あ
る
と
、
誰
も
が

直
感
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
人
た
ち

自
身
が
、
「
こ
の
よ
う
に
生
き
れ
ば
間
違
い
が
な
い
」

と
言
い
切
る
ほ
ど
の
も
の
を
持
た
な
い
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
で
村
上
龍
は
、
小
説
「
最
後
の
家
族
」

で
、
こ
の
よ
う
な
現
代
の
大
人
と
子
ど
も
の
状
況
、

〈
家
族
〉
の
あ
り
方
に
一
つ
の
解
答
を
示
し
た
。
引

き
こ
も
り
、

D
V
、
リ
ス
ト
ラ
、
そ
し
て
家
族
の
崩

い
ず
れ
干
の
じ

し
ず
め
り
と
も

生
貫

修

教
学
研
究
所
助
手

壊
:
:
:
、
現
代
の
苦
悩
を
す
べ
て
背
負
っ
た
よ
う
な

〈
家
族
〉
が
決
定
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
く
状
況

を
描
く
。
そ
の
最
後
の
場
面
で
、

こ
れ
か
ら
お
れ
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん
だ
。
自
分

に
聞
い
た
。
答
え
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
一
人
で
生

き
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
。
一
人
で
生
き

て
い
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
そ
れ
だ
け
が
、
誰

か
親
し
い
人
を
結
果
的
に
救
う
:
:
:
。

そ
う
い
う
言
葉
を
、
作
者
は
こ
の
家
族
に
見
出
さ
せ

て
い
る
。
こ
こ
で
私
は
す
ぐ
に
、
親
鷲
の
次
の
言
葉

を
思
い
浮
か
べ
た
。

親
鷲
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、
一
返
に
で
も

念
仏
も
う
し
た
る
こ
と
、
い
ま
だ
そ
う
ら
わ
ず

0

・
:
い
ず
れ
も
い
ず
れ
も
、
こ
の
順
次
生
に
仏
に

な
り
て
、
た
す
け
そ
う
ろ
う
べ
き
な
り
。

(
「
歎
異
抄
』
第
五
章
、
聖
典
六
二
八
)

ほ
ん
と
う
は
村
上
龍
の
「
解
答
」
に
は
、
「
一
人

で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
」
根
拠
や
、
「
親
し
い
人
」

を
救
う
こ
と
に
な
る
理
由
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
も

思
え
る
。
そ
れ
で
も
人
々
が
こ
の
小
説
に
強
く
惹
か

れ
る
の
は
、
家
族
の
崩
壊
と
い
う
よ
う
な
惨
憎
た
る

状
況
を
生
き
る
こ
と
が
、
無
意
味
な
こ
と
だ
と
あ
ら

か
じ
め
決
め
つ
け
て
い
る
自
分
に
、
読
者
自
ら
気
づ

き
始
め
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
意
味
に
向
か
っ
て
自
己

を
投
げ
入
れ
る
意
欲
を
引
き
出
さ
れ
る
の
だ
。

そ
し
て
私
た
ち
と
し
て
は
、
聖
人
が
呼
び
か
け
る

「
た
だ
自
力
を
す
て
て
」
(
第
五
章
)
の
言
葉
に
「
一

人
で
生
き
る
」
根
拠
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と

思
う
。
私
は
、
「
い
ず
れ
の
業
苦
に
し
ず
め
り
と
も
」

(
同
)
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
に
、
こ
の
私
に
と
っ
て
た
だ
厭

わ
し
い
こ
の
身
と
こ
の
世
を
生
き
る
こ
と
が
、
確
か

に
意
義
付
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
感
じ
る
。
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高
倉
会
館

今
後
の
予
定

V
日
曜
講
演
企

開
会

午
前
九
時
三
十
分
)

八
月
三
日
「
さ
と
り
と
安
ら
ぎ
縁
起
の
意
義
1

」

龍
谷
大
学
教
授
鍋
島

八
月
十
日
「
生
苦
す
る
い
の
ち
」

同
朋
大
学
教
授
中
村

八
月
十
七
日
「
人
い
ず
く
ん
ぞ
能
く
鬼
神
に
事
え
ん
や
」

四
国
教
区
専
念
寺
住
職
安
西
賢
誠

八
月
二
十
四
日
「
現
代
に
よ
み
が
え
る
「
歎
異
抄
」
」

作

家

高

史

明

八
月
三
十
一
日
「
子
ど
も
た
ち
を
師
と
し
て

失
わ
れ
ゆ
く
人
間
性
」

九
州
大
谷
短
期
大
学
教
授
山
田
真
理
子

九

月

七

日

仁

愛

大

学

教

授

蓑

輪

秀

邦

九

月

十

四

日

大

谷

大

学

教

授

池

上

哲

司

九
月
二
十
一
日
(
彼
岸
会
仏
教
講
座
の
た
め
休
会
)

九

月

二

十

八

日

大

谷

大

学

助

教

授

一

楽

※
八
月
の
日
曜
講
演
は
、
午
前
八
時
三
卜
分
よ
り

直
樹薫士自

R

V
高
倉
同
朋
の
会
企

毎
月
第
四
木
曜

H
午
後
六
時
三
十
分
よ
り

八
月
は
休
会
い
た
し
ま
す
。

*

*

*

 

お
詫
び
と
訂
正

先
月
号
(
二

O
O
-
-
-
年
七
月
日
三
一
円
城
顕
先
生
の
文
中
に
、

-
郎
、
「
t

ハ
根
総
持
」
と
あ
る
の
は
「

L

ハ
根
相
似
」
の
誤
り
で

し
た
。
お
詫
び
し
て

A
正
い
た
し
ま
す
。


