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は
じ
め
に

一
　
日
蓮
竜
の
口
の
「
頸
の
座
」

二
　
あ
る
念
仏
僧
の
処
刑

三
　
寺
院
法
に
お
け
る
死
罪

は
じ
め
に

　
本
年
（
一
九
八
一
年
）
は
宗
教
家
日
蓮
が
没
し
て
七
百
年
に
な
る
。
日
蓮
六
十
心
歳
の
波
瀾
に
満
ち
た
法
華
弘
通
の
生
涯
に
は
四
つ
の

大
き
な
法
難
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
に
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
九
月
、
鎌
倉
の
刑
場
竜
の
口
で
斬
首
さ
れ
よ
う
と
し
た
竜
の
口
法
難
が

あ
る
。
日
蓮
は
こ
の
竜
の
口
の
「
頸
の
座
」
に
つ
い
て
、
鎌
倉
幕
府
要
人
で
法
華
信
仰
者
四
条
金
吾
頼
基
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で
「
相
州
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た
つ
の
く
ち
こ
そ
日
蓮
が
命
を
捨
た
る
処
な
れ
。
仏
土
に
お
と
る
べ
し
や
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
厳
し
い
体
験
に
よ
っ
て
法
華

経
の
行
者
日
蓮
の
教
え
は
ま
す
ま
す
強
い
も
の
へ
と
な
っ
て
い
っ
た
。
日
蓮
は
晩
年
に
い
た
る
ま
で
こ
の
「
頸
の
座
」
の
宗
教
的
意
味
を

語
り
つ
づ
け
て
い
る
。

　
わ
た
く
し
は
か
つ
て
拙
著
『
鎌
倉
の
刑
場
』
の
中
で
、
竜
の
口
処
刑
史
の
一
餉
と
し
て
日
蓮
の
「
頸
の
座
」
に
つ
い
て
ふ
れ
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
際
に
言
及
し
え
な
か
っ
た
間
題
の
一
つ
に
「
僧
に
対
す
る
死
罪
」
が
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
ふ
れ
る
機
会
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

逸
し
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
先
般
拙
稿
『
大
衆
愈
議
考
』
の
執
筆
に
際
し
、
僧
処
刑
に
関
す
る
史
料
に
接
し
、
こ
れ
を
契
機
に
あ
ら
た
め

て
僧
死
罪
間
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
、
武
家
法
に
お
け
る
法
華
僧
日
蓮
の
場
合
、
公
家
法
に
お
け
る
あ
る
念
仏
僧
の
場
合
の
二
つ
の

事
例
に
つ
い
て
ふ
れ
、
さ
ら
に
寺
院
法
に
お
け
る
死
罪
に
つ
い
て
従
来
の
定
説
の
再
検
討
を
試
み
、
こ
こ
に
い
さ
さ
か
覚
書
的
に
考
察

し
、
大
方
の
御
指
正
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

　
本
稿
の
テ
ー
マ
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
中
世
前
期
を
主
た
る
対
象
と
す
る
が
、
そ
の
た
め
の
史
料
が
き
わ
め
て
乏
し
い
の
が
現
状

で
あ
る
。
何
と
か
工
夫
を
し
管
見
し
え
た
わ
ず
か
な
史
料
を
動
員
し
て
、
で
き
る
だ
け
こ
の
テ
ー
マ
に
迫
っ
て
み
た
い
。

目
蓮
竜
の
口
の
「
頸
の
座
」

　
僧
死
罪
問
題
に
つ
い
て
、
参
考
に
な
る
事
例
と
し
て
日
蓮
竜
の
n
［
の
「
頸
の
座
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
日
蓮
の
真
跡
遺
文
で
「
頸
」
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

と
を
い
っ
て
い
る
の
は
、
文
永
八
年
九
月
十
四
日
付
の
『
土
木
殿
御
返
事
』
が
も
っ
と
も
早
く
、
相
模
の
依
知
（
厚
木
市
）
で
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
遺
文
は
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
、
左
に
「
頸
の
座
」
に
関
す
る
記
載
の
箇
所
を
あ
げ
て
お



く
こ
と
に
す
る
。

　
此
十
二
日
酉
の
時
御
勘
気
。
武
蔵
守
殿
御
あ
づ
か
り
に
て
、
十
三
日
丑
の
時
に
か
ま
く
ら
を
い
で
』
、
佐
土
の
国
へ
な
が
さ
れ
候
が
、

　
た
う
じ
は
ほ
ん
ま
の
え
ち
と
申
す
と
こ
ろ
に
、
え
ち
の
六
郎
左
衛
門
尉
の
代
官
右
馬
太
郎
と
申
す
者
あ
づ
か
り
て
候
が
、
い
ま
四
五

　
日
は
あ
る
べ
げ
に
候
。
御
歎
き
は
さ
る
事
に
候
へ
ど
も
、
こ
れ
に
は
一
定
と
本
よ
り
ご
し
て
候
へ
ば
な
げ
か
ず
候
。
い
ま
鼠
で
頸
の

　
切
れ
ぬ
こ
そ
本
意
な
く
候
へ
。
法
華
経
の
御
ゆ
へ
に
過
去
に
頸
を
う
し
な
い
な
ら
ば
、
か
二
る
少
身
の
み
に
て
候
べ
き
か
。
又
数
々

　
見
濱
出
と
と
か
れ
て
、
度
々
失
に
あ
た
り
て
重
罪
を
け
し
て
こ
そ
仏
に
も
な
り
候
は
ん
ず
れ
ば
、
我
と
苦
行
を
い
た
す
事
は
心
ゆ
へ

　
な
り
。

　
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
、
日
蓮
の
「
頸
の
座
」
の
史
実
を
め
ぐ
っ
て
、
当
時
目
本
史
学
会
の
泰
斗
で
あ
っ
た
重
野
安
繹
博
士
と
、

日
蓮
主
義
活
動
家
田
中
智
学
氏
の
問
で
論
争
が
行
わ
れ
た
。
重
野
博
士
は
『
史
徴
墨
宝
』
第
二
編
考
証
第
一
巻
で
、
『
土
木
殿
御
返
事
』

を
解
説
し
て

　
註
画
讃
二
十
二
目
死
刑
二
決
シ
、
子
ノ
刻
竜
ロ
ノ
刑
場
二
臨
ミ
シ
ニ
霊
異
ア
リ
、
俄
二
流
罪
二
変
ジ
、
十
三
日
未
明
二
竜
ロ
ヲ
出
ヅ

　
ト
ア
レ
ド
モ
、
今
此
書
ニ
ハ
、
十
二
日
武
蔵
守
二
預
ケ
ラ
レ
、
翌
十
三
日
夜
丑
ノ
時
マ
デ
其
邸
二
在
リ
、
若
シ
十
二
日
竜
口
刑
場
二

　
至
リ
引
返
セ
シ
ナ
ラ
バ
、
此
書
二
其
事
状
ヲ
言
フ
ベ
シ
、
是
日
蓮
ノ
徒
弟
等
竜
口
御
難
ノ
一
条
ヲ
作
為
シ
タ
ル
証
ト
ナ
ス
ベ
シ
。

と
述
べ
、
さ
ら
に
「
い
ま
ま
で
頸
の
切
ぬ
こ
そ
本
意
な
く
候
へ
」
の
文
を
引
い
て
「
此
語
ニ
テ
モ
竜
口
御
難
ノ
作
為
ノ
説
ナ
ル
ヲ
証
ス
ベ
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4
）

シ
」
と
述
べ
、
「
頸
の
座
」
の
作
為
説
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
博
士
は
『
史
学
会
雑
誌
』
（
第
六
号
）
に
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い

る
。　
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我
朝
二
於
テ
古
来
出
家
沙
門
ヲ
死
罪
二
処
セ
シ
例
ナ
シ
。
大
宝
養
老
ノ
令
二
、
僧
侶
ノ
重
罪
ハ
還
俗
、
苦
使
、
配
外
国
寺
二
止
マ
ル

　
（
中
略
）
目
蓮
ハ
異
宗
ヲ
唱
へ
、
安
国
論
ヲ
著
ハ
シ
テ
諸
宗
ヲ
排
撃
シ
、
蒙
古
来
憲
ノ
為
メ
厭
穣
二
当
ラ
ン
ト
シ
、
傲
慢
不
遜
ナ
ル
ヲ

　
以
テ
他
宗
二
憎
マ
レ
、
北
条
氏
之
ヲ
流
刑
二
処
シ
、
初
メ
ハ
伊
豆
、
後
ニ
ハ
佐
渡
ナ
リ
。
北
条
氏
ハ
尤
モ
刑
法
二
意
ヲ
用
ヒ
、
其
裁

　
判
ノ
法
、
情
理
ヲ
尽
シ
、
能
ク
先
例
古
格
ヲ
守
リ
、
コ
レ
ヲ
以
テ
天
下
人
心
ヲ
得
タ
ル
ニ
、
日
蓮
の
獄
二
限
リ
、
古
例
ニ
ナ
キ
死
刑

　
ヲ
用
フ
ル
謂
ハ
レ
ナ
シ
。

と
、
こ
の
博
士
の
竜
の
口
「
頸
の
座
」
作
為
説
に
対
し
、
田
中
氏
は
東
京
厚
生
館
に
お
い
て
「
日
蓮
聖
人
竜
ノ
ロ
法
難
に
関
す
る
重
野
博

士
の
考
証
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
反
論
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
筆
記
は
の
ち
『
竜
口
法
難
論
』
（
一
八
九
〇
年
）
と
名
づ
け
て
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
著
の
内
容
は
辻
善
之
助
博
士
が
ま
と
め
て
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
一
部
を
左
に
引
用
す
る
と

　
重
野
博
士
の
史
学
意
見
に
つ
い
て
見
る
に
、
博
士
は
世
に
政
刑
あ
る
を
知
っ
て
、
そ
れ
に
通
塞
あ
る
を
知
ら
ず
。
政
刑
の
裏
に
如
何

　
な
る
情
実
あ
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
北
条
氏
の
目
蓮
処
刑
は
こ
の
情
実
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
道
鏡
も
文
覚
も
情
実
に
よ

　
っ
て
流
罪
に
な
っ
た
の
で
、
日
蓮
と
は
消
積
な
る
反
比
例
で
あ
る
。
僧
に
死
刑
は
な
い
と
い
ふ
が
、
安
楽
住
蓮
は
斬
に
処
せ
ら
れ
た

　
　
　
　
（
5
）

　
で
は
な
い
か
。

と
あ
る
。

　
重
野
博
士
と
田
中
氏
の
論
争
の
一
つ
に
、
僧
の
斬
罪
有
無
が
あ
る
。
日
蓮
「
頸
の
座
」
肯
定
説
を
と
る
田
中
氏
は
、
建
永
二
年
（
一
二

〇
七
）
二
月
、
念
仏
僧
安
楽
房
遵
西
と
住
蓮
房
が
死
罪
に
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
例
を
あ
げ
て
、
僧
死
罪
否
定
説
を
と
る
重
野
博
士
に
反

論
し
て
い
る
。
安
楽
と
住
蓮
の
死
罪
の
件
に
つ
い
て
は
次
の
節
で
み
る
が
、
わ
た
く
し
は
こ
の
二
人
は
斬
罪
で
は
な
か
っ
た
と
み
て
い



る
。　

日
蓮
の
「
頸
の
座
」
は
史
実
で
あ
る
こ
と
は
今
日
定
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
佐
木
秋
夫
氏
が
「
日
蓮
像
を
剥
ぐ
」
と
題
し
て

『
読
売
新
聞
』
（
昭
和
＋
三
年
五
月
十
五
日
）
に

　
竜
の
口
法
難
な
る
も
の
も
決
し
て
史
実
と
し
て
確
認
さ
れ
得
な
い
。
例
の
土
木
殿
御
返
事
の
み
で
な
く
、
各
書
に
於
け
る
関
説
の
し

　
か
た
や
、
天
の
加
護
の
考
へ
か
た
な
ど
か
ら
も
、
こ
れ
は
言
へ
る
。
む
し
ろ
、
押
し
つ
め
ら
れ
た
心
の
自
己
暗
示
的
な
動
き
や
、
後

　
世
の
伝
説
製
作
過
程
の
跡
が
そ
こ
に
窮
へ
る
。

と
書
い
た
よ
う
に
、
「
頸
の
座
」
は
史
実
で
は
な
い
と
す
る
説
、
あ
る
い
は
「
頸
の
座
」
へ
の
疑
間
も
み
ら
れ
、
今
日
の
日
蓮
伝
記
書
の

中
に
も
疑
問
を
提
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
わ
た
く
し
は
目
蓮
「
頸
の
座
」
を
史
実
と
し
て
肯
定
す
る
が
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
『
土
木
殿
御
返
事
』
は
、
か
な
り
象
徴
的
な
書
き

方
の
文
章
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
竜
の
口
で
日
蓮
に
斬
首
の
危
険
が
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
文
章
だ
と
と
っ
て
ま
ち
が
い
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
る
ま
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
遺
文
は
、
む
し
ろ
竜
の
口
「
頸
の
座
」
の
史
実
を
裏
づ
け
る
史
料
に
な
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　
日
蓮
は
文
永
八
年
九
月
十
二
日
、
日
蓮
の
言
動
が
悪
党
的
言
動
と
し
て
幕
府
よ
り
弾
圧
さ
れ
、
侍
所
所
司
平
頼
綱
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
。
頼
綱
は
「
当
時
天
下
之
棟
梁
」
と
目
蓮
か
ら
い
わ
れ
、
北
条
時
宗
に
近
侍
し
て
い
た
得
宗
被
官
で
あ
る
。
当
時
得
宗
の
時
宗
に
直
結

す
る
侍
所
は
、
一
段
と
御
家
人
統
制
の
職
権
を
強
め
て
い
た
。
ま
た
、
鎌
倉
の
市
政
に
関
す
る
こ
と
が
ら
、
と
く
に
市
内
に
お
け
る
悪
党

的
行
為
等
に
対
し
て
は
厳
し
い
態
度
で
の
ぞ
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
逮
捕
さ
れ
た
翌
十
三
日
に
は
幕
府
は
異
国
の
防
禦
と
領
内
の
悪
党
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鎮
圧
の
た
め
、
鎮
西
に
所
領
あ
る
御
家
人
の
西
下
を
命
じ
、
蒙
古
に
備
え
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
日
蓮
逮
捕
と
九
州
下
向
令
の
幕
府
の
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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の
処
置
は
、
悪
党
鎮
圧
の
論
理
が
そ
こ
に
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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）

　
松
葉
ケ
谷
の
小
庵
で
逮
捕
（
午
～
未
時
頃
）
さ
れ
た
日
蓮
は
、
「
日
中
に
鎌
倉
の
小
路
を
わ
た
す
事
朝
敵
の
ご
と
し
」
と
い
う
よ
う
に
、

あ
た
か
も
朝
敵
の
よ
う
に
引
き
ま
わ
さ
れ
た
あ
げ
く
、
侍
所
に
連
行
（
申
時
頃
）
さ
れ
頼
綱
の
取
り
調
べ
を
う
け
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
際
日
蓮
は
頼
綱
に
向
か
っ
て

　
日
蓮
は
日
本
国
の
棟
梁
也
。
予
を
失
ふ
は
日
本
国
の
柱
橦
を
倒
す
な
り
。
只
今
に
自
界
反
逆
難
と
て
ど
し
う
ち
し
て
、
他
国
侵
逼
難

　
と
て
此
の
国
の
人
々
他
国
に
打
ち
殺
さ
る
』
の
み
な
ら
ず
、
多
く
い
け
ど
り
に
せ
ら
る
べ
し
。
建
長
寺
・
寿
福
寺
・
極
楽
寺
・
大

　
仏
・
長
楽
寺
等
の
一
切
の
念
仏
者
・
禅
僧
等
が
寺
塔
を
ば
や
き
は
ら
い
て
、
彼
等
が
頸
を
ゆ
ひ
の
は
ま
に
て
切
ら
ず
は
、
日
本
国
必

　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
ず
ほ
ろ
ぶ
べ
し
。

と
述
べ
た
と
い
う
。
日
頃
か
ら
日
蓮
を
憎
ん
で
い
た
頼
綱
は
、
こ
の
日
蓮
の
剛
腹
な
態
度
に
ま
す
ま
す
心
証
を
害
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

審
理
は
短
時
間
の
う
ち
に
終
わ
り
、
遠
流
で
あ
る
佐
渡
流
罪
と
き
ま
っ
た
。
こ
の
裁
決
は
日
蓮
に
よ
れ
ば
、
実
は
「
外
に
は
遠
流
と
聞
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

し
か
ど
も
、
内
に
は
頸
を
切
る
と
定
め
ぬ
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
幕
府
は
日
蓮
処
罰
の
腹
を
あ
る
程
度
前
か
ら
決
め
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

　
日
蓮
は
佐
渡
の
守
護
北
条
宣
時
の
預
か
り
人
と
な
り
、
そ
の
日
の
戌
～
亥
時
頃
に
鎌
倉
を
出
発
し
て
い
る
。
妙
な
時
間
に
出
て
い
る

が
、
予
期
し
た
と
お
り
竜
の
口
で
内
密
に
斬
首
さ
れ
よ
う
と
し
た
が
（
十
三
目
の
午
前
○
時
過
ぎ
か
ら
午
前
二
時
近
く
の
間
）
、
助
命
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

っ
て
表
向
き
の
罪
名
ど
お
り
佐
渡
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



　
日
蓮
に
対
す
る
幕
府
の
決
定
事
項
は
、
極
刑
に
近
い
佐
渡
流
罪
に
処
す
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
配
流
の
途
中
の
竜
の
口
「
頸
の
座
」
は
、

平
頼
綱
等
に
よ
る
私
刑
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
頼
綱
等
の
背
後
に
真
言
律
宗
・
禅
宗
・
念
仏
宗
等
の
宗
教

的
圧
力
が
あ
り
、
と
く
に
日
蓮
と
も
っ
と
も
は
げ
し
く
対
立
・
敵
対
し
、
北
条
氏
得
宗
家
と
密
着
し
て
い
た
忍
性
等
極
楽
寺
一
派
の
恣
意

的
行
動
と
し
て
の
制
裁
的
感
が
強
い
と
み
る
の
で
あ
る
。

二
　
あ
る
念
仏
僧
の
処
刑

鎌
倉
末
期
の
成
立
と
い
わ
れ
る
絵
巻
物
に
『
法
然
上
人
絵
伝
』
が
あ
る
。
こ
の
絵
伝
は
法
然
一
期
の
行
実
を
録
し
、
法
語
・
消
息
を
収

め
、
ま
た
、
門
弟
や
在
俗
帰
依
者
の
事
績
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
四
十
八
巻
二
百
三
十
余
段
に
及
ぶ
こ
の
絵
巻
の
中
に
、
興
福
寺
大
衆

が
倉
議
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
金
堂
前
に
素
絹
を
着
、
袈
裟
で
頭
と
顔
を
つ
つ
ん
だ
い
わ
ゆ
る
裏
頭
姿
の
大
衆

が
置
座
の
上
に
腰
を
お
ろ
し
て
愈
議
し
て
い
る
。

　
こ
の
愈
議
の
場
面
は
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
九
月
、
興
福
寺
大
衆
蜂
起
し
て
専
修
念
仏
停
止
を
議
し
て
い
る
光
景
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
次
の
よ
う
な
詞
書
が
み
ら
れ
る
。

　
其
後
興
福
寺
の
欝
陶
猶
や
ま
す
、
同
二
年
九
月
二
蜂
起
を
な
し
、
白
疏
を
さ
」
く
、
彼
状
の
こ
と
く
ハ
、
上
人
な
ら
ひ
に
弟
子
権
大

　
納
言
公
継
卿
を
重
科
に
処
せ
ら
れ
る
へ
き
よ
し
訴
申
、
こ
れ
に
つ
き
て
同
十
二
月
廿
九
日
、
宣
旨
を
下
さ
れ
て
云
、
頃
年
源
空
上
人

　
都
鄙
に
あ
ま
ね
く
念
仏
を
す
瓦
む
、
道
俗
お
ほ
く
教
化
に
お
も
む
く
、
而
今
彼
門
弟
の
中
に
、
邪
執
の
輩
名
を
専
修
に
か
る
を
も
ち

　
て
、
餐
を
破
戒
に
か
へ
り
見
す
、
是
偏
門
弟
の
浅
智
よ
り
お
こ
り
て
か
へ
り
て
源
空
か
本
懐
に
そ
む
く
、
偏
執
を
禁
遇
の
制
に
守
と

　
　
　
中
世
死
罪
考
（
清
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
七



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
八

　
い
ふ
と
も
、
刑
罰
を
誘
諭
の
輩
二
く
は
ふ
る
こ
と
な
か
れ
と
云
々
、
取
詮
君
臣
の
帰
依
あ
さ
か
ら
さ
り
し
か
は
、
た
』
門
徒
の
邪
説

　
を
制
し
て
、
と
か
を
上
人
二
か
け
ら
れ
さ
り
け
り
、

　
当
時
法
然
の
専
修
念
仏
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
南
都
北
嶺
の
大
衆
が
朝
廷
に
訴
え
て
念
仏
停
止
を
要
請
し
ょ
う
と
し
て
い
る
が
、

こ
の
元
久
二
年
の
愈
議
も
そ
う
し
た
行
動
の
一
餉
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
元
久
二
年
九
月
、
大
衆
愈
議
が
催
さ
れ
、
同
年
十
月
に
僧
綱
大
法
師
等
は
専
修
念
仏
宗
の
義
を
糺
し
た
九
ヶ
条
の
訴
訟
に
奏
状
を
副
え

て
、
法
然
な
ら
び
門
人
等
を
罪
科
に
処
せ
ん
こ
と
を
請
う
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
朝
廷
は
翌
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
二
月
十
四
日
、
法

本
房
行
空
と
安
楽
房
遵
西
を
一
念
義
を
立
て
諸
人
に
念
仏
を
勧
進
し
た
理
由
で
院
宣
を
下
し
て
処
罰
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
人
を
流
罪
に

処
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
興
福
寺
側
は
こ
の
処
分
に
服
せ
ず
、
建
永
二
年
（
二
一
〇
七
）
二
月
十
八
日
に
い
た
り
、
た
ま
た
ま
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

犯
問
題
が
か
ら
ん
で
、
法
然
を
土
佐
に
流
し
、
安
楽
と
住
蓮
を
処
刑
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
応
の
結
着
を
み
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
安
楽
と
住
蓮
の
処
刑
に
つ
い
て
、
『
愚
管
抄
』
に

　
建
永
ノ
年
、
法
然
房
ト
云
上
人
ア
リ
キ
。
マ
ヂ
カ
ク
京
中
ヲ
ス
ミ
カ
ニ
テ
、
念
仏
宗
ヲ
立
テ
専
宗
念
仏
ト
号
シ
テ
、
「
タ
ぐ
阿
弥
陀

　
仏
ト
バ
カ
リ
申
ベ
キ
也
。
ソ
レ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
、
顕
密
ノ
ツ
ト
メ
ハ
ナ
セ
ソ
」
ト
云
事
ヲ
云
イ
ダ
シ
、
不
可
思
議
ノ
愚
擬
無
智
ノ
尼
入

　
道
ニ
ヨ
・
コ
バ
レ
テ
、
コ
ノ
事
ノ
タ
ぐ
繁
昌
二
世
ニ
ハ
ン
ジ
ヤ
ウ
シ
テ
ツ
ヨ
ク
ヲ
コ
リ
ツ
・
、
ソ
ノ
中
二
安
楽
房
ト
テ
、
泰
経
入
道

　
ガ
モ
ト
ニ
ア
リ
ケ
ル
侍
、
入
道
シ
テ
専
修
ノ
行
人
ト
テ
、
叉
住
蓮
ト
ツ
ガ
イ
テ
、
六
時
礼
讃
ハ
善
導
和
上
ノ
行
也
ト
テ
、
コ
レ
ヲ
タ

　
テ
・
尼
ド
モ
ニ
帰
依
渇
仰
セ
ラ
ル
・
者
出
キ
ニ
ケ
リ
。
ソ
レ
ラ
ガ
ア
マ
リ
サ
ヘ
云
ハ
ヤ
リ
テ
、
「
コ
ノ
行
者
二
成
ヌ
レ
バ
、
女
犯
ヲ

　
コ
ノ
ム
モ
魚
鳥
ヲ
食
モ
、
阿
弥
陀
仏
ハ
ス
コ
シ
モ
ト
ガ
メ
玉
ハ
ズ
。
一
向
専
修
ニ
イ
リ
テ
念
仏
バ
カ
リ
ヲ
信
ジ
ツ
レ
バ
、
一
定
最
後



　
ニ
ム
カ
ヘ
玉
フ
ゾ
」
ト
云
テ
、
京
田
舎
サ
ナ
ガ
ラ
コ
ノ
ヤ
ウ
ニ
ナ
リ
ヶ
ル
程
二
、
院
ノ
小
御
所
ノ
女
房
、
仁
和
寺
ノ
御
ム
・
ノ
御
母

　
マ
ジ
リ
ニ
コ
レ
ヲ
信
ジ
テ
、
、
・
・
ソ
カ
ニ
安
楽
ナ
ド
云
物
ヨ
ビ
ヨ
セ
テ
、
コ
ノ
ヤ
ウ
ト
カ
セ
テ
キ
カ
ン
ト
シ
ケ
レ
バ
、
又
グ
シ
テ
行
向

　
ド
ウ
レ
イ
タ
チ
出
キ
ナ
ン
ド
シ
テ
、
夜
ル
サ
ヘ
ト
ぐ
メ
ナ
ド
ス
ル
事
出
キ
タ
リ
ケ
リ
。
ト
カ
ク
云
バ
カ
リ
ナ
ク
テ
、
終
二
安
楽
・
住

　
蓮
頸
キ
ラ
レ
ニ
ケ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
あ
り
、
ま
た
、
日
蓮
の
『
念
仏
無
間
地
獄
抄
』
に
は

　
承
元
元
年
二
月
上
旬
、
専
修
念
仏
之
張
本
安
楽
・
住
蓮
等
捕
縛
、
忽
被
刎
頭
畢
、
法
然
房
源
空
沈
遠
流
之
重
科
畢
、
其
時
摂
政
左
大

　
臣
家
実
と
申
は
近
衛
殿
の
御
事
也
、
此
事
皇
代
記
に
見
た
り
、
誰
疑
之
、

と
あ
っ
て
、
日
蓮
は
『
皇
代
記
』
な
る
も
の
に
よ
っ
て
安
楽
・
住
蓮
等
が
「
被
レ
刎
ソ
頭
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
他
の
『
皇
代
暦
』
『
法

然
上
人
絵
伝
』
『
拾
遺
古
徳
伝
絵
詞
』
『
歎
異
抄
』
等
に
も
死
罪
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
死
罪
は
四
人
（
安
楽
・
住
蓮
・
善
緯
・
性
願
）

で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
、
流
罪
は
法
然
の
外
に
七
人
と
も
い
わ
れ
、
死
罪
と
流
罪
の
数
お
よ
び
人
に
つ
い
て
は
異
説
が
あ
る
。

　
安
楽
と
住
蓮
は
死
罪
に
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
が
、
し
か
し
．
そ
う
で
は
な
い
と
み
ら
れ
る
史
料
が
あ
る
。
歴
代
の
天
皇
紀
の
抄
出
と
い

う
べ
き
『
皇
帝
紀
抄
』
に

　
源
空
上
人
鰻
畔
配
流
土
佐
国
、
依
専
修
念
仏
事
也
、
近
日
件
門
弟
等
、
充
満
世
間
、
寄
事
於
念
仏
、
密
通
貴
賎
、
井
人
妻
、
可
然
人

　
々
女
、
不
拘
制
法
、
日
新
之
問
、
搦
取
上
人
等
、
或
被
切
羅
、
或
被
禁
其
身
、
女
人
等
又
有
沙
汰
、
且
専
修
念
仏
子
細
、
諸
宗
殊
欝

　
申
之
故
也
、

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
死
罪
で
は
な
く
「
切
レ
羅
（
摩
羅
）
」
つ
ま
り
宮
刑
で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
こ
こ
に
な
り
た
つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
中
世
死
罪
考
（
溝
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
九



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
〇

　
安
楽
と
住
蓮
の
処
刑
問
題
に
つ
い
て
、
か
つ
て
喜
田
貞
吉
博
士
は
、
事
件
が
女
犯
よ
り
お
こ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
僧
を
還
俗
も
さ
せ

ず
そ
の
ま
ま
に
し
て
死
罪
に
処
す
と
い
う
こ
と
は
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
羅
を
切
る
と
い
う
宮
刑
が
正
し
い
と
い
う
羅
切

　
　
　
　
　
（
1
5
）

説
を
と
っ
て
い
る
。
一
方
、
辻
善
之
助
博
士
は
「
宮
刑
と
い
ふ
こ
と
は
、
我
国
に
て
は
曾
て
聞
か
ぬ
刑
罰
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
記
事
は
た

父
皇
帝
紀
抄
の
み
に
見
ゆ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
甚
だ
疑
は
し
い
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
羅
の
字
は
頸
字
の
誤
写
で
あ
ろ
う
と
し
、
「
こ
の

二
字
の
草
体
は
酷
似
し
て
居
る
、
そ
の
書
き
方
に
よ
っ
て
は
殆
ど
区
別
の
つ
か
ぬ
ま
で
似
て
居
る
」
と
み
、
刎
首
の
刑
に
処
し
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

あ
る
と
い
う
斬
首
説
を
と
っ
て
い
る
。

　
安
楽
と
住
蓮
の
処
刑
は
、
右
に
み
て
き
た
よ
う
に
斬
首
説
と
羅
切
説
の
二
説
が
あ
る
。
羅
切
説
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
『
皇
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

紀
抄
』
の
記
事
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
た
論
考
に
、
滝
川
政
次
郎
博
士
の
『
日
本
の
宮
刑
「
羅
切
」
に
つ
い
て
』
が
あ
る
。
博
士
は

　
羅
を
切
ら
れ
た
の
は
、
貴
賎
の
人
妻
及
び
然
る
べ
き
人
々
の
娘
を
姦
淫
し
た
源
空
上
人
の
門
弟
共
で
あ
っ
た
。
故
に
こ
の
場
合
「
羅

　
切
」
な
る
刑
罰
は
、
姦
淫
罪
の
反
映
刑
と
し
て
科
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
中
国
古
代
に
お
け
る
宮
刑
と
同
様
で
あ
る
。
「
羅

　
切
」
が
刑
罰
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
皇
帝
紀
抄
の
記
事
が
唯
一
の
も
の
で

　
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
が
、
突
発
的
に
唯
一
回
行
わ
れ
た
も
の
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
（
中
略
）
換
言
す
れ
ば
、
源
平
時
代
の

　
京
都
の
士
庶
の
問
に
は
、
強
姦
、
姦
通
等
の
犯
罪
に
対
し
、
私
刑
と
し
て
羅
切
を
科
す
こ
と
が
、
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
あ

　
る
ま
い
か
。
専
修
念
仏
の
徒
を
搦
め
取
っ
た
検
非
違
使
は
、
こ
の
民
間
に
お
け
る
慣
行
に
従
っ
て
、
貴
賎
の
人
妻
、
娘
を
姦
淫
し
た

　
源
空
の
門
弟
等
の
羅
を
切
断
し
た
も
の
と
推
察
す
る
の
は
、
私
一
個
の
独
断
で
は
な
い
と
思
う
。

と
述
べ
、
羅
切
説
を
と
っ
て
い
る
。



　
こ
こ
で
先
学
の
説
に
導
か
れ
な
が
ら
い
さ
さ
か
私
見
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
先
ず
斬
首
説
を
と
る
辻
博
士
の
見
解
に
つ
い
て
、
『
皇

帝
紀
抄
』
は
編
年
体
史
で
あ
る
た
め
そ
れ
な
り
の
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
が
、
「
羅
切
」
の
記
事
が
『
皇
帝
紀
抄
』
の
み
に
み
ら
れ
る

こ
と
へ
の
博
士
の
疑
問
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
羅
の
字
が
頸
字
の
誤
写
と
す
る
考
え
方
に
は
疑
問
を
も
つ
。
『
皇
帝
紀
抄
』
を
よ
く

み
る
と
、
「
被
〆
切
レ
頸
」
と
い
う
言
い
表
わ
し
方
は
他
の
箇
所
に
は
み
ら
れ
ず
、
斬
首
す
る
こ
と
を
す
べ
て
「
被
二
斬
首
一
」
と
記
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
　
き
　
ら

る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
「
被
レ
切
レ
頸
」
と
す
る
博
士
の
説
は
な
り
た
た
な
い
も
の
と
み
る
。
た
だ
「
被
切
羅
」
を
「
被
二
切
羅
」
（
切
ら
れ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
読
む
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
じ
つ
け
的
で
妥
当
性
を
欠
く
。

　
わ
た
く
し
は
斬
首
説
に
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
一
方
羅
切
説
は
ど
う
か
。
安
楽
と
住
蓮
は
『
法
然
上
人
絵
伝
』
に
「
建
永
二
年
二
月
九

日
、
住
蓮
安
楽
を
庭
上
に
め
さ
れ
て
、
罪
科
せ
ら
る
二
」
と
あ
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
検
非
違
使
庁
の
庭
上
で
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た

も
の
で
、
安
楽
は
そ
の
場
で

　
安
楽
、
見
有
修
行
起
瞑
毒
、
方
便
破
壊
競
生
怨
、
如
此
生
盲
闘
提
輩
、
穀
滅
頓
教
永
沈
倫
、
超
過
大
地
微
塵
劫
、
未
可
得
離
三
途
身

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
の
文
を
講
し
け
る
、

と
い
う
よ
う
に
、
善
導
の
釈
文
を
読
み
あ
げ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
安
楽
の
剛
腹
な
態
度
に
検
非
違
使
庁
の
役
人
等
は
心
証
を
損
ね
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
日
蓮
の
場
合
と
似
て
い
る
。
取
り
調
べ
に
際
し
厳
し
い
拷
問
が
行
わ
れ
、
そ
の
様
子
は
「
非
筆
端
之
所
及
」
で

あ
っ
た
。
そ
の
審
理
の
結
果
は
流
罪
と
決
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
安
楽
等
も
法
然
と
同
様
還
俗
さ
せ
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
詳
ら
か

で
は
な
い
。

　
念
仏
僧
の
逮
捕
や
拷
問
等
に
対
し
て
、
法
然
掩
護
者
で
あ
る
元
関
白
兼
実
は
、
念
仏
僧
の
救
解
の
た
め
有
力
者
の
間
に
奔
走
を
つ
づ
け

　
　
　
中
世
死
罪
考
（
清
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
一



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
二

　
　
　
　
（
2
1
）

尽
力
し
て
い
る
。
し
か
し
、
元
関
白
と
は
い
え
今
は
権
力
の
座
か
ら
退
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
上
安
楽
等
の
事
件
で
専
修
念
仏
弾
圧
に
よ

い
口
実
を
あ
た
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、
救
済
運
動
も
奏
功
し
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
後
安
楽
等
は
配
流
の
途
中
で
、
近
因
が
女
犯
間
題
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
護
送
中
の
役
人
等
に
よ
っ
て
内
密
に
羅
切

さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
法
然
上
人
絵
伝
』
に
は
、
安
楽
を
六
条
川
原
で
斬
首
に
処
し
た
と
伝
え
て
い
る
が
、
こ
と
に
よ
る
と

六
条
川
原
の
刑
場
で
夜
分
宮
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
安
楽
等
の
女
犯
の
件
が
事
実
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
冤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

罪
で
あ
っ
た
か
は
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
が
、
た
だ
、
『
法
然
上
人
絵
伝
』
に

　
建
永
元
年
十
二
月
九
日
、
後
鳥
羽
院
熊
野
山
の
臨
幸
あ
り
き
、
そ
の
こ
ろ
上
人
の
門
徒
住
蓮
・
安
楽
等
の
と
も
か
ら
、
東
山
鹿
谷
に

　
し
て
別
時
念
仏
を
は
し
め
、
六
時
礼
讃
を
つ
と
む
、
さ
た
ま
れ
る
ふ
し
拍
子
な
く
、
を
の
く
哀
歎
悲
喜
の
音
曲
を
な
す
さ
ま
め
つ

　
ら
し
く
た
う
と
か
り
け
れ
は
、
聴
衆
お
ほ
く
あ
つ
ま
り
て
発
心
す
る
人
も
あ
ま
た
き
こ
え
し
な
か
に
、
御
所
の
御
留
守
の
女
房
出
家

　
の
事
あ
り
け
る
、

と
あ
る
よ
う
に
、
専
修
念
仏
僧
が
唱
え
た
善
導
の
六
時
礼
讃
の
哀
調
は
、
女
人
に
と
く
に
深
い
感
銘
を
あ
た
え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中

心
的
人
物
が
安
楽
と
住
蓮
で
あ
っ
た
た
め
、
諸
宗
衰
微
の
張
本
と
し
て
二
人
は
南
都
北
嶺
か
ら
指
名
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
安
楽
等
に
対
す
る
宮
刑
は
、
日
蓮
の
場
合
と
同
様
私
刑
的
性
格
の
も
の
で
、
そ
の
行
為
に
よ
り
結
局
は
死
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
故
世
間
で
は
死
罪
に
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
取
沙
汰
が
行
わ
れ
、
「
世
の
中
に
、
つ
び
を
念
仏
者
の
あ
る
時
は
、
妙
法
ま
ら
ぞ
頸

　
　
　
（
2
3
）

を
引
き
切
る
」
と
い
う
よ
う
な
落
首
ま
で
出
て
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
安
楽
等
の
事
件
は
、
公
家
の
裁
判
に
お
い
て
は
流
罪
に
処
す
こ
と
が
決
定
事
項
で
あ
っ
た
も
の
と
み
る
。
安
楽
等
の
宮
刑
は
、
そ
の
近



因
が
女
犯
で
あ
っ
た
た
め
、
制
裁
的
で
あ
り
私
刑
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
寺
院
法
に
お
け
る
死
罪

　
中
世
寺
院
法
の
特
色
と
し
て
、
細
川
亀
市
博
士
は
「
武
家
法
に
あ
り
て
は
広
く
死
刑
が
行
は
れ
て
い
た
が
、
寺
院
法
の
一
大
特
色
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

実
に
原
則
と
し
て
死
刑
の
存
在
せ
ざ
り
し
こ
と
で
あ
る
」
と
、
さ
ら
に
「
殆
ん
ど
中
世
全
体
を
通
じ
て
寺
院
法
に
は
死
刑
な
る
刑
罰
が
行

は
れ
ず
、
最
も
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
極
刑
と
し
て
庄
外
へ
の
追
放
と
田
宅
資
財
の
没
収
と
が
併
せ
行
は
れ
た
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の

　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
通
説
と
し
て
「
死
刑
の
不
科
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
世
も
末
期
に
な
る
と
、
下
剋
上
の
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

潮
は
寺
院
を
し
て
そ
の
圏
外
に
お
か
ず
、
こ
こ
に
死
罪
な
る
極
刑
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
つ
ま
り
中
世
前
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

頃
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
従
来
の
説
は
原
則
と
し
て
死
罪
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
説
に
わ
た
く
し
は

か
つ
て
疑
問
を
提
し
、
実
際
は
大
部
広
く
死
罪
な
る
生
命
刑
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
的
な
見
解
を
述
べ
た
こ
と

　
（
2
9
）

が
あ
る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
わ
た
く
し
の
推
測
的
な
指
摘
を
明
確
に
す
る
た
め
、
こ
こ
で
検
討
の
対
象
を
南

都
寺
院
に
あ
わ
せ
、
そ
の
寺
院
法
に
お
け
る
死
罪
の
事
例
を
管
見
し
え
た
中
か
ら
引
い
て
、
い
さ
さ
か
具
体
的
に
み
て
い
く
こ
と
に
す

る
。　

『
春
日
社
記
録
日
記
』
の
寿
永
三
年
四
月
二
十
日
の
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
稜
令
行

　
義
春
房
騨
　
午
時
大
垣
廻
三
度
、
件
義
春
袴
禦
・
高
手
小
手
縛
天
廻
也
、
下
法
師
二
人
共
廻
也
、
此
之
故
者
、
行
隆
子
禅
師
中
納
言

　
君
、
水
屋
下
一
町
許
下
裡
許
橋
辺
、
彼
君
ヲ
義
春
井
下
法
師
二
人
シ
天
令
殺
害
、
西
門
相
応
院
の
堀
溝
弄
畢
、
是
即
御
山
之
内
也
、

　
　
　
中
世
死
罪
考
（
清
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
三



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
四

　
付
縁
者
等
井
彼
身
、
大
祓
可
令
行
、
政
所
御
定
上
、
大
衆
モ
下
知
也
、
去
十
三
日
夜
中
許
令
殺
害
一
解
　
件
殺
害
地
四
目
ヲ
引
也
、
神

　
主
泰
隆
・
正
預
有
政
等
於
沙
汰
神
人
共
・
廻
検
等
、
義
春
興
敏
云
、
父
許
遣
、
敢
不
承
引
、
空
帰
や
　
廿
日
過
天
、
又
廿
二
日
夜
、

　
義
春
井
所
従
於
送
野
頸
切
、
戌
時
也
、

と
あ
る
。
つ
ま
り
寿
永
三
年
（
二
八
四
）
四
月
十
三
日
の
夜
、
興
福
寺
の
義
春
な
る
僧
と
下
法
師
二
人
し
て
行
隆
の
子
禅
師
中
納
言
を

殺
害
す
る
と
い
う
事
件
が
お
き
て
い
る
。
犯
人
等
に
対
す
る
罪
科
は
集
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
が
、
死
罪
と
決
ま
る
と
犯
人
義
春
等
は
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

手
を
後
ろ
に
ま
わ
し
て
厳
重
に
し
ば
り
あ
げ
ら
れ
て
、
興
福
寺
の
大
垣
を
三
度
廻
さ
れ
（
大
垣
廻
し
）
た
上
、
「
義
春
井
所
従
於
送
野
頸

切
」
つ
ま
り
斬
首
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
大
垣
廻
し
」
は
時
代
は
下
る
が
、
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
三
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
小
豆
屋
甚
五
郎
・
同
小
太
郎
・
同
舎
弟
・
両
三
人
住
屋
令
破
脚
、
於
甚
五
郎
者
、
即
躰
搦
出
築
垣
被
相
廻
、
可
有
粉
頭
事
、

と
あ
る
よ
う
に
、
犯
人
の
身
を
搦
め
て
「
大
垣
廻
し
」
し
た
上
で
「
粉
頭
」
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
三
箇
度
廻
東
大
寺
大
垣
之
後
、
斬
首
懸
奈
良
坂
、

と
い
う
よ
う
に
、
東
大
寺
の
「
大
垣
廻
し
」
も
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
寿
永
三
年
の
場
合
、
殺
害
に
よ
る
死
体
遺
棄
の
場
所
が
若
御
山
内
で
あ
っ
た
た
め
犯
人
等
と
彼
等
の
縁
者
た
ち
に
一
種
の
財
産
刑

で
あ
る
清
祓
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
殺
害
と
い
う
重
大
事
件
の
場
合
は
、
氏
長
者
政
所
の
裁
下
を
請
う
て
清
祓
を
行
う
の
が

　
　
　
　
（
3
3
）

常
例
で
あ
っ
た
。

　
『
法
隆
寺
別
当
次
第
』
に

　
範
円
法
印
　
承
久
元
年
、
已
卯
、
閏
二
月
六
日
夜
、
当
寺
金
堂
盗
人
入
、
薬
師
脇
士
二
体
、
弥
陀
脇
士
一
体
、
厨
子
御
仏
数
体
、
灌



　
仏
等
盗
取
畢
、
富
河
慶
順
根
本
盗
人
也
、
同
類
悉
差
畢
、
所
盗
取
数
体
仏
皆
悉
還
畢
、
是
末
代
勝
事
也
、
慶
順
、
聖
蓮
、
秦
藤
次
等

　
三
人
盗
人
頸
切
畢
、

と
あ
る
。
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
閏
二
月
六
日
の
夜
、
法
隆
寺
金
堂
に
盗
人
が
入
っ
て
仏
像
等
を
持
ち
出
す
事
件
が
お
ぎ
て
い
る
。
盗

人
の
張
本
は
富
河
慶
順
な
る
者
で
、
一
味
は
捕
え
ら
れ
慶
順
・
聖
蓮
・
秦
藤
次
の
三
人
は
斬
首
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
盗
ま
れ
た
仏
像
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

は
返
納
さ
れ
た
が
、
法
隆
寺
金
堂
に
は
そ
れ
ま
で
に
七
度
も
盗
人
が
入
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
『
東
大
寺
続
要
録
』
に

　
同
年
（
寛
喜
二
）
十
月
廿
七
日
、
飴
陶
瞭
盗
人
焼
開
東
大
寺
勅
封
倉
、
中
間
盗
取
宝
物
之
由
、
以
年
預
五
師
状
申
寺
務
、
廿
八
日
戌

　
剋
到
来
、
伽
自
別
当
、
同
廿
九
目
辰
刻
、
相
具
五
師
状
、
以
公
人
、
国
貞
、
遣
長
官
家
光
許
了
、
即
大
衆
令
蜂
起
郷
々
求
之
、
（
中
略
）

　
同
年
十
一
月
廿
九
日
、
彼
盗
人
搦
之
、
吉
野
前
執
行
下
人
申
云
、
聯
奇
事
候
、
葛
上
郡
二
顕
識
ト
申
僧
在
之
、
彼
仁
定
為
彼
盗
人
欺

　
之
由
申
、
傍
興
福
寺
大
衆
令
下
向
欲
搦
取
之
処
、
彼
僧
出
合
令
相
闘
、
而
彼
寺
々
僧
延
実
醸
被
舎
弟
弘
景
九
興
即
向
遇
切
合
、
遂
弘

　
景
打
臥
彼
顕
識
、
即
兄
弟
転
身
命
搦
取
了
、
彼
法
師
被
疵
、
井
母
女
等
同
令
面
縛
、
種
々
令
糺
問
之
処
、
皆
以
露
顕
、
同
類
等
差
申

　
之
、
鏡
八
面
細
々
打
破
了
、
於
京
都
欲
沽
却
之
処
、
減
直
之
間
、
大
仏
殿
前
五
百
余
所
社
中
二
裏
推
置
之
云
々
、
傍
取
出
了
、
東
大

　
古
寺
僧
円
詮
春
密
、
殊
為
根
本
之
由
令
申
、
彼
僧
者
、
当
寺
々
僧
実
遍
五
師
於
大
湯
屋
所
殺
害
之
下
手
人
也
、
彼
僧
一
乗
院
領
大
和
広

　
田
庄
江
三
入
道
之
許
隠
籠
之
云
々
、
傍
触
申
一
乗
院
押
寄
而
欲
搦
取
之
処
無
之
、
然
而
積
悪
之
至
、
其
罪
難
遁
之
間
、
遂
捜
求
搦
出

　
了
、

　
彼
盗
人
等
顕
識
、
同
舎
弟
法
師
井
春
密
等
、
於
佐
保
山
斬
頭
、
懸
首
於
奈
良
坂
畢
、

　
　
　
中
世
死
罪
考
（
清
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
五



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
六

と
あ
る
。
寛
喜
二
年
（
二
三
〇
）
十
月
二
十
七
日
、
東
大
寺
勅
封
の
倉
が
破
ら
れ
宝
物
が
持
ち
去
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
興
福
寺
大
衆
は

蜂
起
し
て
犯
人
探
索
を
開
始
し
た
。
あ
た
か
も
金
峯
山
前
執
行
の
下
人
な
る
者
が
や
っ
て
き
て
、
葛
上
郡
に
住
む
顕
識
な
る
僧
が
容
疑
者

で
あ
る
と
密
告
し
た
の
で
、
興
福
寺
大
衆
は
下
向
し
立
ち
ま
わ
り
を
演
じ
た
の
ち
、
つ
い
に
顕
識
を
捕
え
た
。
い
ろ
い
ろ
と
彼
を
追
求
し

た
結
果
、
東
大
寺
古
寺
僧
円
詮
な
る
も
の
が
首
魁
で
あ
り
、
円
詮
は
か
つ
て
東
大
寺
僧
実
遍
五
師
を
大
湯
屋
で
殺
害
し
た
前
科
者
で
、
一

乗
院
大
和
広
田
庄
江
三
入
道
の
許
に
隠
遁
中
と
い
う
の
で
、
す
ぐ
に
彼
を
捕
え
、
佐
保
山
に
お
い
て
円
詮
・
顕
識
等
を
斬
首
し
、
奈
良
坂

で
果
首
し
て
い
る
。

　
『
春
日
社
記
録
日
置
の
文
永
六
年
五
月
十
九
日
の
条
に

　
鹿
殺
四
人
カ
サ
カ
ノ
ニ
テ
切
之
、
菩
提
山
ニ
テ
搦
之
、
去
十
四
日
、
又
鹿
殺
ア
ヲ
殿
ニ
テ
搦
之
、

と
あ
る
。
文
永
六
年
（
二
一
六
九
）
五
月
、
菩
提
山
で
捕
え
た
鹿
殺
し
四
人
を
死
罪
に
処
し
て
い
る
。
南
都
で
神
鹿
を
殺
す
よ
う
な
者
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
人
は
死
罪
と
な
る
の
が
常
例
で
あ
っ
た
。
興
福
寺
で
は
神
鹿
に
対
す
る
罪
を
、
寺
僧
お
よ
び
児
童
に
対
す
る
罪
と

同
視
し
て
三
ケ
大
犯
と
称
し
て
い
る
。

　
『
嘉
元
記
』
の
暦
応
二
年
三
月
二
十
六
日
の
条
に

　
天
童
米
之
蔵
へ
盗
人
入
畢
、
同
廿
九
日
有
落
書
、
徳
丸
ヲ
搦
取
テ
、
同
升
日
白
状
畢
、
賢
蓮
房
同
類
之
由
、
寄
申
之
間
、
衆
徒
等
令

　
発
向
、
錐
然
先
立
他
行
之
間
、
不
及
搦
取
、
資
財
等
公
文
方
点
定
取
給
了
、
屋
ハ
中
院
二
被
買
留
畢
、
同
四
月
二
日
、
徳
丸
力
頸
切

　
畢
、

と
あ
る
。
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
三
月
二
十
六
日
の
夜
、
法
隆
寺
の
米
穀
倉
庫
か
ら
天
童
米
と
称
す
る
米
が
盗
ま
れ
た
。
寺
で
は
犯
人



の
摘
発
の
た
め
一
種
の
無
記
名
投
票
に
よ
る
検
断
法
で
あ
る
落
書
起
請
を
行
い
、
そ
の
結
果
徳
丸
な
る
者
が
捕
え
ら
れ
、
彼
の
自
白
に
よ

り
賢
蓮
房
な
る
共
犯
者
が
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
寺
は
衆
徒
等
に
命
じ
て
逮
捕
に
向
わ
せ
た
。
し
か
し
、
賢
蓮
房
は
事
前

に
逃
亡
し
て
い
た
の
で
、
寺
の
公
文
は
犯
人
の
残
し
た
資
財
等
を
点
検
し
、
そ
れ
ら
を
没
収
し
、
そ
の
住
屋
は
法
隆
寺
中
院
で
買
取
っ

た
。
捕
え
ら
れ
て
い
た
徳
丸
は
四
月
二
日
に
斬
首
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
こ
の
暦
応
二
年
の
場
合
、
犯
人
摘
発
の
た
め
「
落
書
」
を
行
っ
た
が
、
そ
の
落
書
を
行
う
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
集
議
に
よ
り
そ
の
規

定
を
設
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
落
書
を
開
披
し
て
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
犯
否
を
認
定
す
る
場
合
の
規
定
で
あ
る
。
例
え
ば
法
隆
寺
文
書

の
中
宮
寺
の
規
定
に
よ
る
と

　
　
　
（
端
裏
書
）

　
　
「
竜
田
社
一
党
解
定
置
文
」

　
定
置
　
中
宮
寺
盗
人
沙
汰
落
書
披
規
式
間
事

　
一
於
有
実
証
十
通
以
上
者
、
可
令
治
定
干
実
犯
之
躰
、
風
聞
者
、
以
三
十
通
、
准
拠
干
実
証
十
通
而
、
可
有
其
沙
汰
也
、
錐
為
一
通
、

　
　
於
通
数
未
満
者
、
可
被
閣
之
事
、

　
一
実
犯
之
躰
令
露
顕
者
、
設
難
為
親
子
兄
弟
所
従
春
属
、
相
共
令
発
向
而
、
於
其
身
者
、
搦
捕
之
、
於
住
宅
者
、
即
時
可
令
焼
失
事
、

　
一
若
有
強
勢
之
仁
而
不
拘
柄
誠
者
、
寺
門
井
当
方
一
党
捧
落
書
、
庄
々
令
同
心
合
躰
而
、
随
及
力
可
有
其
沙
汰
事
、

　
右
条
々
如
斯
、
堅
守
此
旨
、
速
□
可
有
誠
沙
汰
者
也
、
若
背
此
規
式
者
、
奉
始
日
本
国
主
天
照
大
神
、
金
峰
熊
野
正
八
幡
宮
、
特
当

　
国
守
護
春
日
和
光
、
惣
目
本
国
中
大
小
諸
神
御
罰
可
蒙
干
身
中
之
状
如
件
、

　
　
建
武
四
年
十
一
月
廿
四
日
　
公
文
寺
主
覚
延
（
花
押
）

　
　
　
中
世
死
罪
考
（
清
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
七



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
八

　
　
　
　
　
　
僧
慶
祐
（
花
押
）
沙
汰
阿
念
（
花
押
）
（
醐
郡
増
叡
都
働
嚇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜
田
庄
検
断
代
実
弘
（
花
押
）

と
あ
る
。
『
嘉
元
記
』
に
よ
る
と
、
延
慶
三
年
（
コ
ニ
｝
○
）
七
月
五
日
の
夜
、
法
隆
寺
蓮
城
院
に
強
盗
が
入
い
り
物
が
奪
わ
れ
る
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

が
お
き
て
い
る
。
寺
で
は
犯
人
摘
発
の
た
め
「
於
竜
田
合
之
大
落
書
」
が
行
わ
れ
、

　
寺
ヨ
リ
開
衆
、
尭
禅
子
、
禅
覚
子
、
賢
永
子
、
賢
禅
子
、
浄
舜
子
、
浄
泉
子
、
顕
了
子
巳
上
七
人
出
仕
、
当
日
二
難
開
尽
之
間
、
次
日

　
又
有
会
向
之
集
会
、
落
書
巳
上
六
百
余
通
在
之
、
実
証
十
通
以
上
、
普
聞
六
十
通
ト
定
メ
而
定
松
子
＋
余
通
舜
識
子
＋
九
通
此
二
人
令
治
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
之
間
、
十
七
ケ
所
当
寺
二
発
向
、

と
い
う
よ
う
に
、
「
実
証
十
通
以
上
」
つ
ま
り
何
某
が
確
か
に
犯
人
で
あ
る
と
す
る
落
書
が
十
通
以
上
あ
れ
ば
、
そ
の
名
指
さ
れ
た
者
を

犯
人
と
認
定
す
る
の
で
あ
る
。
風
聞
と
し
て
何
某
が
犯
人
だ
と
聞
き
及
ん
で
い
る
と
す
る
落
書
は
、
こ
の
延
慶
三
年
の
場
合
は
六
十
通
を

も
っ
て
「
実
証
十
通
」
に
准
拠
す
る
こ
と
は
、
先
の
中
宮
寺
の
規
定
に
「
風
聞
者
、
以
三
十
通
、
准
拠
干
実
証
十
通
而
、
可
有
其
沙
汰

也
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
蓮
城
院
の
盗
難
事
件
は
、
落
書
の
結
果
定
松
子
と
舜
識
子
の
二
人
が
犯
人
と

さ
れ
た
が
、
し
か
し
、

　
今
両
人
ハ
不
実
之
躰
也
、
為
両
人
之
沙
汰
、
実
証
之
盗
人
ヲ
可
搦
出
云
々
、
次
日
有
集
会
、
此
人
く
之
出
仕
止
了
、
同
十
二
月
四

　
日
、
ヒ
・
セ
ノ
市
ニ
テ
、
斎
薗
寺
初
石
八
郎
ト
云
男
一
人
搦
取
テ
、
寺
へ
出
了
、
件
二
人
之
沙
汰
也
、
同
五
日
請
取
、
問
之
悉
落
畢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
38
）

　
同
類
ト
テ
常
楽
寺
大
二
郎
搦
、
雛
然
非
実
証
之
間
、
放
之
、

と
い
う
こ
と
で
、
犯
人
初
石
八
郎
な
る
者
が
極
楽
寺
に
お
い
て
斬
首
さ
れ
て
い
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
ま
た
、
年
号
不
明
で
あ
る
が
、
東
大
寺
北
中
院
の
盗
賊
に
関
し
て
の
東
大
寺
文
書
「
盗
人
罪
科
記
録
」
に
は
、

　
記
録
　
盗
人
罪
科
間
事

　
右
去
三
日
夜
北
中
院
盗
賊
事
、
大
犯
之
随
一
、
誠
不
可
不
禁
、
余
者
不
依
人
之
語
、
不
存
私
曲
偏
頗
、
見
聞
推
量
之
所
輩
、
任
実
正
、

　
雨
落
書
五
通
以
上
、
若
錐
為
一
通
、
有
分
明
之
実
証
者
、
於
寺
僧
分
者
、
永
撰
出
寺
帳
、
至
非
寺
僧
者
、
破
却
住
宅
、
搦
捕
其
身
、

　
可
被
処
重
科
、
通
数
満
足
、
支
証
分
明
之
時
、
於
及
引
汲
之
衆
議
者
、
可
為
同
科
、
此
条
、
若
令
偽
申
者
、
（
以
下
空
白
）

と
あ
る
。
つ
ま
り
見
聞
推
量
の
落
書
が
五
通
以
上
で
、
あ
る
い
は
ま
た
明
確
な
実
証
あ
る
落
書
が
一
通
で
も
あ
れ
ば
、
そ
の
名
指
さ
れ
た

者
を
犯
人
と
認
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
落
書
を
行
う
に
際
し
、
実
証
通
数
等
は
そ
の
事
件
の
性
質
等
に
よ
っ
て
集
議
に
よ
り
適
宣
決
定
さ

　
　
　
　
（
ω
）

れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
南
都
寺
院
の
死
罪
の
事
例
を
い
く
つ
か
み
て
き
た
が
、
従
来
「
日
本
中
世
寺
院
法
に
於
け
る
一
大
特
色
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
強

盗
・
殺
人
・
放
火
な
ど
の
如
き
兇
悪
な
る
犯
人
に
対
し
て
も
資
財
の
没
収
と
追
放
と
を
科
す
る
に
と
ど
め
、
一
般
的
に
は
武
家
法
に
於
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

る
が
如
き
死
刑
を
科
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
「
そ
れ
は
吾
が
寺
院
が
殺
生
禁
断
を
切
言
し
来
れ
る
当
然
の
所
産
で
あ
る

　
　
　
（
4
2
）

と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
南
都
寺
院
の
寺
院
法
に
お
い
て
は
、
死
罪
な
る

極
刑
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
死
罪
の
対
象
と
な
る
の
は
主
に
殺
害
と
盗
犯
で
あ
っ
て
、
と
く
に
興
福

寺
で
は
宗
教
的
性
格
か
ら
く
る
神
鹿
殺
し
が
重
科
と
さ
れ
、
死
罪
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
な
お
、
中
世
も
末
期
に
な
る
と
、
例
え
ば
薬
師
寺
で
は
殺
害
・
盗
犯
は
も
と
よ
り
、
稲
盗
や
密
通
等
が
死
罪
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、

　
　
　
中
世
死
罪
考
（
清
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
九



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
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二
七
〇

　
南
印
禅
、
仙
賢
ヲ
殺
害
早
、
然
処
印
禅
殿
之
女
性
ヲ
寺
へ
出
間
、
以
水
問
ヲ
糺
明
之
処
、
女
敵
之
由
白
状
之
間
、
彼
女
房
ヲ
可
有
生
涯

　
之
由
、
中
下
繭
評
定
之
処
、
招
提
寺
老
僧
順
照
房
・
禅
賢
房
北
御
門
辺
迄
被
出
、
断
頸
之
事
者
被
申
請
間
、
片
頭
ヲ
剃
、
鼻
ヲ
ソ
キ
追

　
（
4
4
）

　
放
早
、

と
、
ま
た
、

　
八
幡
宮
参
籠
坊
へ
白
中
仁
女
性
盗
人
入
テ
、
参
籠
之
賀
屋
巳
下
取
早
、
即
時
二
盗
人
搦
、
寺
家
へ
渡
早
、
則
及
糺
明
可
有
断
頭
旨
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

　
決
処
、
招
提
寺
老
僧
被
詫
言
之
間
、
鼻
耳
成
敗
早
、

と
い
う
よ
う
に
、
「
断
頭
」
の
代
り
と
し
て
「
片
頭
ヲ
剃
、
鼻
ヲ
ソ
キ
」
あ
る
い
は
耳
を
そ
い
た
り
と
い
っ
た
肉
刑
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
薬
師
寺
の
場
合
、
死
罪
と
決
定
さ
れ
な
が
ら
も
犯
人
の
「
詫
言
」
に
よ
り
改
俊
の
情
が
顕
著
な
者
は
、
死
一
等
を
減
じ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
寺
院
法
の
罪
科
思
想
が
犯
人
の
懲
悪
還
善
を
精
神
と
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
耳
鼻
を
そ
ぐ
肉
刑

は
、
女
性
の
重
科
に
対
し
て
多
く
と
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
興
福
寺
で
は

　
衆
中
盗
人
住
屋
両
三
所
進
発
之
、
此
内
一
所
ハ
女
盗
人
之
寄
宿
之
罪
科
也
、
於
女
房
者
耳
鼻
被
切
之
、
四
歳
之
子
持
之
女
人
也
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
以
外
悪
行
人
也
云
々
、
末
代
事
也
、

と
い
う
よ
う
に
、
女
盗
人
に
対
し
て
耳
鼻
を
そ
い
で
い
る
。

　
死
罪
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
事
件
に
か
か
わ
る
こ
と
は
本
人
に
と
っ
て
危
険
が
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
例
え
ば

　
カ
メ
マ
ツ
コ
・
シ
テ
候
コ
ト
、
ミ
ス
シ
ラ
ス
候
、
コ
レ
モ
シ
ソ
ラ
コ
ト
ニ
テ
候
ハ
・
、
大
仏
八
幡
コ
ハ
チ
ヨ
カ
フ
ル
ヘ
ク
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
　
　
貞
和
二
年
五
月
十
九
日



と
い
う
よ
う
に
、
人
殺
し
の
件
を
知
ら
な
い
こ
と
を
誓
う
起
請
文
や

　
（
端
書
）

　
　
平
井
坊
へ
出
候
起
請
文
案
文

　
敬
白
　
天
罰
起
請
文
事

　
右
件
元
者
、
平
井
坊
ノ
尼
御
前
ヨ
リ
、
僧
正
堂
二
預
置
せ
給
テ
候
物
ハ
、
此
外
ハ
曾
以
不
知
、
又
不
取
候
、
又
延
良
坊
ノ
ト
ノ
井
物

　
ノ
事
モ
不
取
候
、
此
外
何
物
ニ
テ
候
ト
モ
、
ト
リ
ナ
カ
ラ
、
ト
ラ
ス
、
シ
ラ
ス
候
ト
為
遁
当
難
、
虚
言
ヲ
申
候
ハ
・
、
奉
始
大
日
本

　
国
主
天
照
大
神
、
別
テ
ハ
金
峯
熊
野
春
日
大
明
神
、
殊
ニ
ハ
大
仏
八
幡
二
月
堂
大
聖
観
自
在
菩
薩
、
惣
テ
ハ
日
本
国
中
大
小
諸
神
ノ

　
御
罰
ヲ
、
禅
力
丸
力
身
二
罷
蒙
候
テ
、
此
世
ム
ナ
シ
ク
ナ
ル
ヘ
キ
起
請
文
之
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
建
武
五
年
卯
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
力
丸
在
判

と
い
う
よ
う
な
盗
犯
し
て
い
な
い
こ
と
を
誓
う
起
請
文
が
よ
く
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
あ
ら
ぬ
疑
い
を
か
け
ら
れ
ぬ
よ
う
に
身
の
潔

白
・
安
全
を
は
か
る
こ
と
に
努
め
た
様
子
が
う
か
が
え
よ
う
。

　
以
上
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
臆
説
・
臆
断
を
く
り
返
し
な
が
ら
、
い
た
ず
ら
に
多
く
の
紙
数
を
つ
い
や
し
て
き
た
。
僧
の
死
罪
は
、

武
家
法
・
公
家
法
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
僧
の
斬
罪
事
例
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
教
的
私
刑
的
性
格
の
も
の
で

あ
っ
て
、
恣
意
的
制
裁
で
あ
っ
た
。
一
方
、
寺
院
法
に
お
い
て
は
「
寺
院
法
に
は
菅
に
死
刑
が
存
在
し
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

の
刑
罰
全
体
が
武
家
法
よ
り
も
甚
だ
し
く
寛
大
で
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
死
罪
が
実
際
に
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
史

実
に
接
し
、
罪
科
の
内
容
が
武
家
法
と
そ
う
相
違
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
慈
悲
を
根
本
精
神
と
す
る
出
世
間
に
お
い
て
は
、

死
罪
な
る
極
刑
は
戒
律
の
法
に
背
く
も
の
で
、
す
で
に
出
世
間
が
世
間
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
極
刑
の
実
施
は
、
世

　
　
　
中
世
死
罪
考
（
清
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
一



　
　
　
　
早
法
五
七
巻
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号
（
一
九
八
二
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俗
化
し
た
寺
院
社
会
の
実
態
を
と
ら
え
た
実
効
的
施
策
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

　
本
稿
は
、
中
世
法
に
お
け
る
「
死
罪
」
の
極
く
部
分
的
な
観
察
に
過
ぎ
な
い
が
、

つ
て
い
る
。

二
七
二

中
世
法
の
罪
科
の
一
断
面
の
提
示
と
も
な
れ
ば
と
思

（（（（（（（（（（（（（13121110987654321）））））））））））））
（
14
）

（
1
5
）

（
1
6
）

　
『
四
条
金
吾
殿
御
消
息
』
（
『
昭
和
定
本
　
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第
一
巻
　
八
七
）
。

　
『
多
摩
美
術
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
号
。

　
『
昭
和
定
本
　
目
蓮
聖
人
遺
文
』
第
一
巻
　
八
六
。

　
重
野
安
繹
「
川
田
博
士
外
史
弁
誤
ノ
説
ヲ
聞
テ
」

　
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
第
三
巻
　
中
世
篇
之
二
。

　
川
添
昭
二
『
日
蓮
』
。

　
『
一
昨
日
御
書
』
（
昭
和
定
本
　
日
蓮
聖
人
遣
文
』
第
一
巻
　
八
五
）
。

　
高
木
豊
『
日
蓮
』
。

　
『
神
国
王
御
書
』
（
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第
一
巻
　
一
六
八
）
。

　
『
撰
時
抄
』
（
『
昭
和
定
本
　
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第
二
巻
　
一
八
一
）
。

　
『
下
山
御
消
息
』
（
『
昭
和
定
本
　
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第
二
巻
　
二
四
七
）
。

　
竜
の
口
「
頸
の
座
」
へ
の
過
程
等
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
鎌
倉
の
弘
法
者
』
（
近
刊
）
参
照
。

　
拙
稿
「
大
衆
倉
議
考
」
（
『
多
摩
美
術
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
号
）
な
お
、
当
時
僧
の
重
罪
は
普
通
還
俗
さ
せ
て
後
に
流
罪
等
に
処
し
て
お
り
、

法
然
の
場
合
は
還
俗
さ
せ
名
を
藤
井
元
彦
と
改
め
て
流
罪
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
昭
和
定
本
　
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第
一
巻
　
六
。

　
喜
田
貞
吉
「
教
行
信
証
に
関
す
る
疑
問
に
就
い
て
」
（
『
歴
史
地
理
』
第
四
〇
巻
第
三
号
）
。

　
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
第
二
巻
　
中
世
篇
之
一
。



（
1
7
）

（
18
）
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（
2
8
）

（
2
9
）

（
30
）

（
3
1
）

　
滝
川
政
次
郎
『
日
本
行
刑
史
』
所
収
。

　
喜
田
貞
吉
博
士
は
、
「
本
多
君
の
熱
心
に
動
か
さ
れ
て
」
（
『
歴
史
地
理
』
第
四
一
巻
第
三
号
）
の
中
で
、
本
多
氏
が
「
被
二
切
羅
こ
（
切
ら
れ
）

と
読
む
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
わ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
『
法
然
上
人
絵
伝
』
。

　
『
明
月
記
』
承
元
元
年
二
月
九
日
の
条
。

　
『
明
月
記
』
承
元
元
年
二
月
十
目
の
条
。

　
安
楽
等
の
女
犯
の
件
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
は
南
都
北
嶺
の
陰
謀
で
あ
っ
て
、
冤
罪
で
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。

　
『
授
手
印
決
答
受
決
抄
』
に
隠
岐
院
の
歌
と
し
て
で
て
く
る
。

　
細
川
亀
市
「
日
本
中
世
寺
院
法
に
於
け
る
刑
法
」
（
『
法
学
志
林
』
第
三
五
巻
第
四
・
五
号
）
。

　
前
注
（
2
4
）
。

　
砂
川
和
義
「
寺
院
法
」
（
『
社
会
科
学
大
事
典
』
八
）
。

　
例
え
ば

小
豆
屋
甚
五
郎
・
同
小
太
郎
・
同
舎
弟
・
両
三
人
住
屋
令
破
脚
、
於
甚
五
郎
者
、
即
躰
搦
出
築
垣
被
相
廻
、
可
有
粉
頭
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
春
目
神
社
文
書
』
第
一
巻
、
天
文
十
三
年
三
月
）

今
度
顕
順
房
へ
盗
人
入
、
剰
火
を
付
候
間
、
被
致
苦
労
処
、
下
女
引
入
仕
欺
之
由
候
間
、
彼
女
及
糺
間
処
、
藤
井
男
盗
人
之
由
白
状
候
、
於
喜

多
院
搦
捕
、
寺
家
へ
被
出
了
、
然
処
種
々
及
噌
問
、
十
二
月
十
三
日
断
頭
早
、
住
屋
同
放
火
在
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
中
下
脇
検
断
之
引
付
』
天
文
二
十
年
十
二
月
）

　
前
注
（
2
4
）
。

　
拙
稿
「
中
世
前
期
に
お
け
る
寺
社
の
慣
習
法
」
（
『
日
本
仏
教
史
学
』
第
一
四
号
）
。

　
「
大
垣
廻
し
」
に
つ
い
て
は
、
永
島
福
太
郎
博
士
の
「
大
垣
廻
し
」
（
『
国
史
論
集
』
所
収
）
が
あ
る
。

　
前
注
（
2
7
）
。

中
世
死
罪
考
（
清
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
三
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（
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二
七
四

　
『
皇
帝
紀
抄
』
元
暦
元
年
二
月
。

前
注
（
2
9
）
。

　
『
古
今
目
録
抄
』
。

「
落
書
」
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
澄
夫
「
中
世
社
寺
を
中
心
と
せ
る
落
書
起
請
に
就
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
五
六
編
第
三
号
）
、
拙
稿
「
落
書
の

一
考
察
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
〇
巻
第
二
号
）
等
参
照
。

　
『
嘉
元
記
』
延
慶
三
年
七
月
五
日
の
条
。

前
注
（
3
6
）
。

前
注
（
3
6
）
。

　
『
中
世
政
治
社
会
思
想
下
』
所
収
。

　
な
お
、
中
世
寺
院
法
に
お
け
る
検
断
沙
汰
は
、
南
都
寺
院
は
比
較
的
類
似
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
中
に
は
相
違
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
寺
院

に
よ
り
ま
た
時
代
に
よ
る
異
同
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
細
川
亀
市
『
日
本
中
世
寺
院
法
総
論
』
。

前
注
（
4
1
）
。

　
田
中
稔
「
薬
師
寺
所
蔵
『
中
下
繭
検
断
之
引
付
』
に
つ
い
て
」
（
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
』
第
二
二
冊
）
。

　
『
中
下
藤
検
断
之
引
付
』
享
禄
四
年
七
月
十
七
日
。

　
『
中
下
薦
検
断
之
引
付
』
天
文
二
十
四
年
六
月
。

　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
八
年
正
月
二
十
六
日
の
条
。

　
『
東
大
寺
文
書
』
（
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
）
。

　
『
東
大
寺
文
書
』
（
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
五
）
。

前
注
（
2
4
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
｝
・
十
二
稿
了
）


