
は
じ
め
に

　

身
代
わ
り
説
話
最
大
の
要
素
は
、
日
々
の
功
徳
の
結
果
得
ら
れ
た
功
験
と
し
て

実
際
に
仏
菩
薩
に
表
出
さ
れ
る
損
傷
な
ど
可
視
的
な
〈
痕
跡
〉
で
あ
る
。
仏
教
説

話
と
し
て
信
仰
者
に
語
ら
れ
る
時
、
多
く
は
「
生
命
の
危
機
＝
死
」
と
い
う
最
重

大
事
項
か
ら
脱
却
で
き
る
点
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
〈
痕
跡
〉
が
身
代
わ
り
説
話

が
語
ら
れ
る
本
質
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
身
代
わ
り
説
話
の

根
底
に
は
、
浄
土
教
の
隆
盛
や
末
法
の
世
の
到
来
と
当
代
の
人
々
の
深
い
信
仰
心

が
あ
る
。
こ
れ
ら
死
に
直
面
す
る
者
と
、
そ
れ
を
救
済
す
る
仏
菩
薩
の
利
益
を
描

く
説
話
は
、
当
時
の
倫
理
観
や
思
想
面
と
い
う
角
度
か
ら
見
て
も
非
常
に
興
味
深

い
。
本
論
で
取
り
上
げ
る
泣
不
動
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
説
話
（
以
降
、
泣
不
動
説

話
と
書
く
）
も
そ
の
例
外
に
な
い
。

　

多
く
の
作
品
に
摂
取
さ
れ
、
そ
れ
自
体
が
著
名
な
作
品
だ
っ
た
と
さ
れ
る
泣
不

動
説
話
は
、
伝
播
さ
れ
て
い
く
場
や
情
況
に
よ
っ
て
内
容
が
異
な
る
と
い
う
、
か
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現
在
に
伝
わ
る
身
代
わ
り
説
話
は
そ
の
対
象
と
な
る
仏
菩
薩
を
信
仰
す
る

多
く
の
人
々
に
影
響
を
与
え
て
き
た
。
そ
の
中
で
病
に
伏
し
た
高
僧
を
憐
れ

み
不
動
が
身
代
わ
り
と
な
る
「
泣
不
動
説
話
」
も
諸
作
品
に
摂
取
さ
れ
、
多

く
の
人
々
が
知
る
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
諸
作
品
そ
れ
ぞ
れ
に
目
を
向
け

る
と
、
三
井
寺
周
辺
で
成
立
し
た
も
の
と
巷
間
で
広
ま
っ
た
も
の
と
で
は
僧

や
不
動
霊
験
の
描
か
れ
方
や
記
述
の
方
法
に
差
異
が
あ
る
。
本
論
は
三
井
寺

の
〈
内
〉
な
る
作
品
と
〈
外
〉
な
る
作
品
を
精
査
し
、
高
僧
の
描
か
れ
方
に

着
目
す
る
こ
と
で
、
三
井
寺
を
中
心
と
し
た
在
地
信
仰
の
発
展
の
可
能
性
を

探
り
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
と
し
て
の
不
動
縁
起
が
如
何
に
し
て
発
展

し
、
後
代
に
伝
播
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
一
考
察
を
加
え
る
も
の
で

あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

身
代
わ
り
説
話
、
不
動
霊
験
、
三
井
寺
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な
り
広
が
り
の
あ
る
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
性
格
か
ら
、
現
在
ま
で
原

典
を
探
る
も
の
や
展
開
や
再
文
脈
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
多
く
の
研
究
者

た
ち
の
研
究
も
行
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
一
方
で
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の
よ
う
な
性

格
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
散
出
す
る
研
究
成
果
を
把
握
し
づ
ら
い
の
も
現
実
で
あ

る
。
泣
不
動
説
話
は
今
一
度
大
き
く
俯
瞰
し
つ
つ
整
理
し
て
み
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。
背
景
に
あ
る
信
仰
の
諸
相
は
説
話
テ
キ
ス
ト
の
伝
播
問
題
に
非
常
に
密

接
に
関
わ
っ
て
く
る
。

　

ま
た
、
現
在
に
残
る
三
井
寺
周
辺
の
書
物
の
内
容
記
載
は
非
常
に
特
異
で
あ

る
。『
今
昔
物
語
集
』
に
中
心
人
物
と
し
て
据
え
ら
れ
る
安
倍
晴
明
と
と
も
に
泰

山
府
君
や
地
蔵
と
の
関
連
し
、
展
開
し
て
い
く
泣
不
動
説
話
に
お
い
て
、
そ
れ
ら

が
語
ら
れ
る
「
場
」
で
あ
る
三
井
寺
周
辺
に
根
付
い
た
信
仰
を
明
解
に
す
る
こ
と

は
、
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
の
精
査
・
検
討
の
上
で
も
不
可
欠
で
あ
る
。
既
に
三
井

寺
の
〈
内
〉〈
外
〉
を
二
系
統
に
分
類
し
、
そ
れ
に
よ
る
本
文
の
方
向
性
を
示
し

た
研
究
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
内
容
を
精
査
し
て
い
く
と
不
動
霊
験
を
表
す
態
度

や
方
法
も
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
大
き
な
差
異
が
生
じ
て
お
り
、
目
的
に
よ
る
説
話
伝

播
の
意
識
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
本
論
は
三
々
五
々
に
存
在

す
る
現
段
階
で
の
泣
不
動
説
話
研
究
の
位
置
付
け
を
図
る
と
と
も
に
、
と
り
わ
け

泣
不
動
説
話
や
周
辺
文
書
類
を
用
い
な
が
ら
信
仰
に
裏
付
け
ら
れ
る
三
井
寺
周
辺

で
の
説
話
伝
播
の
過
程
や
記
述
意
識
へ
の
一
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

一　

泣
不
動
説
話
の
研
究
動
向
と
そ
の
課
題

　

表
面
的
な
印
象
と
、
そ
れ
に
相
反
す
る
行
為
が
生
む
説
話
は
と
り
わ
け
そ
れ
を

受
容
す
る
信
仰
者
た
ち
に
強
力
な
霊
験
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
不
動
が

「
涙
を
流
す
」
と
い
う
行
為
を
も
っ
て
功
徳
を
与
え
る
様
子
は
、
信
仰
者
に
と
っ

て
絶
大
な
る
効
果
が
あ
っ
た
と
容
易
に
想
像
さ
れ
よ
う
。
泣
不
動
説
話
は
、
平
安

末
期
か
ら
中
世
を
経
て
、
非
常
に
大
き
な
発
展
を
も
っ
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
。

こ
こ
で
は
ま
ず
そ
れ
ら
泣
不
動
説
話
類
と
先
行
研
究
を
整
理
し
て
お
く
。

　

生
成
の
基
盤
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』（
以
降
『
今
昔
』
と
記
す
）

を
始
め
、
泣
不
動
説
話
を
収
集
す
る
最
古
の
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
る
『
打
聞
集
』、

そ
の
後
『
宝
物
集
』、『
発
心
集
』、『
元
亨
釈
書
』、『
三
国
伝
記
』
へ
と
繫
が
る
説

話
や
史
書
、
ま
た
『
曽
我
物
語
』
と
い
っ
た
軍
記
物
語
、『
と
は
ず
が
た
り
』
と

い
っ
た
日
記
文
学
、
そ
し
て
『
園
城
寺
伝
記
』『
寺
門
伝
記
補
録
』
な
ど
三
井
寺

関
係
文
書
に
も
そ
れ
ら
は
散
見
す
る
。
中
世
期
に
は
謡
曲
に
も
取
ら
れ
る
な
ど
、

本
説
話
は
人
々
の
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
内
容

を
一
に
せ
ず
、『
今
昔
』
に
は
師
で
あ
る
智
興
、
そ
し
て
そ
の
弟
子
証
空
の
名
が

欠
字
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
不
動
明
王
自
体
が
出
て
こ
な
い
。
さ
ら

に
、『
宝
物
集
』、『
発
心
集
』
等
諸
本
に
よ
る
記
述
の
差
違
を
逐
一
検
討
せ
ね
ば

な
ら
な
い
な
ど
、
構
成
と
し
て
相
当
に
大
き
な
揺
れ
が
確
認
さ
れ
る
。
特
に
『
宝

物
集
』
に
つ
い
て
は
、
未
だ
不
透
明
さ
が
残
る
諸
本
の
位
置
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
作
品
的
問
題
と
と
も
に
、
本
説
話
な
ど
個
々
の
説
話
と
し
て
の
細デ

ィ
テ
ー
ル部に

つ
い
て
も
再
検
討
が
俟
た
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
泣
不
動
説
話
に
つ
い
て
は
諸
本
間
の
差
異
を
も
と
に
し
た
成
立
や
展

開
、
背
景
を
探
る
先
行
研
究
が
存
在
し
、
歴
史
的
な
展
開
の
位
相
に
つ
い
て
は
お

お
よ
そ
明
る
く
な
っ
て
き
た
と
言
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
簗
瀬
一
雄
氏
が
そ
れ
ぞ

れ
の
説
話
の
構
成
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
こ
と
で
源
流
と
み
な
さ
れ
る
『
今
昔
』

を
は
じ
め
、
泣
不
動
の
原
形
と
な
る
も
の
が
後
世
に
伝
播
し
た
事
情
、
そ
の
変
容
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と
書
承
関
係
が
個
別
に
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
泣
不
動
説
話
を
在
地
信
仰
と
い
う
視

点
か
ら
見
た
総
合
的
な
位
置
付
け
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
て

い
る
。
資
料
の
精
査
を
し
て
い
く
と
、
三
井
寺
内
部
で
の
不
動
信
仰
に
は
そ
の
内

容
に
時
代
や
情
況
に
よ
る
差
異
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
こ
う
し
た
寺

内
で
の
信
仰
と
と
も
に
、
説
話
類
に
見
ら
れ
る
外
部
へ
の
伝
播
、
流
布
さ
れ
て
い

っ
た
背
景
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
本
論
は
先
行
研
究
を
根
底
に
今
一

度
資
料
の
精
査
を
し
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
民
衆
へ
の
信
仰
と
は
一
線
を
画
し
た
三

井
寺
に
お
け
る
信
仰
の
一
形
態
を
考
え
う
る
余
地
を
指
摘
し
、
泣
不
動
説
話
の
い

か
な
る
発
生
・
発
展
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
を
も
と
に
論
を
進
め
て
い
く
。

　

ま
ず
、
泣
不
動
説
話
の

概
を
示
し
た
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
泣
不
動
説
話

に
は
諸
本
に
よ
り
細
部
に
つ
い
て
は
内
容
を
異
に
す
る
が
、
全
体
の
骨
格
と
し
て

は
、〈
重
病
で
あ
っ
た
師
の
身
代
わ
り
を
申
し
出
〉、
そ
の
〈
移
さ
れ
た
病
〉
の
た

め
苦
し
ん
で
い
た
弟
子
が
念
じ
て
い
た
〈
不
動
明
王
に
祈
る
と
不
動
が
涙
を
流

し
〉、
不
動
に
再
び
病
が
移
さ
れ
弟
子
の
僧
は
助
か
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

常
に
不
動
を
念
じ
て
い
た
証
空
と
い
う
若
い
僧
が
、
不
動
の
身
代
わ
り
と
い
う
奇

跡
を
も
っ
て
命
を
救
わ
れ
た
と
い
う
霊
験
譚
と
な
っ
て
い
る
。〈　

〉
に
示
し
た

も
の
が
、
諸
本
に
見
ら
れ
る
差
異
の
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
骨
格
」
部
分
と
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
諸
本
間
に
お
け
る
記
述
の
有
無
が
あ
る
が
、
こ
の
師
で
あ
る
僧
が

「
三
井
寺
常
住
院
僧
智
興
」、
弟
子
僧
が
「
証
空
」、
そ
し
て
病
を
移
し
た
者
が

「
安
倍
晴
明
」
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　

こ
の
泣
不
動
説
話
は
、
後
代
様
々
な
書
物
に
受
容
さ
れ
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い

く
。
そ
れ
に
よ
る
成
立
や
展
開
に
つ
い
て
は
、
南
里
み
ち
子
氏
が
、
三
井
寺
関
係

の
書
と
し
て
泣
不
動
説
話
が
採
録
さ
れ
た
最
も
古
い
例
と
し
て
、『
雑
談
鈔
』
を

中
心
に
そ
の
展
開
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
泣
不
動
説
話
を
考
え
る
上
で
「
汝
は
師

に
か
は
る
、
我
は
汝
に
か
は
ら
ん
」
と
い
う
不
動
の
言
葉
が
伝
承
者
た
ち
の
興
味

の
中
心
と
な
り
つ
つ
、
そ
れ
を
骨
格
と
し
た
不
動
の
霊
験
譚
が
そ
の
後
改
編
さ
れ

て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
は
、
説
話
変
容
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
論
だ
と
い

え
る
。
ま
た
、『
今
昔
』
所
収
話
に
つ
い
て
、
当
該
説
話
で
語
ら
れ
る
陰
陽
道
的

要
素
が
、
泣
不
動
説
話
が
語
り
継
が
れ
る
根
底
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指

摘
さ
れ
る
。『
今
昔
』
が
安
倍
晴
明
を
登
場
さ
せ
、
息
災
延
命
を
祈
願
す
る
泰
山

府
君
祭
を
用
い
て
お
り
、
こ
の
点
と
死
か
ら
の
救
済
を
中
心
に
据
え
る
泣
不
動
説

話
と
の
関
係
性
を
も
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
中
前
正
志
氏
は
近
年
ま
と
め
ら
れ
た
著
書
と
合
わ
せ
、「
涙
」

を
中
心
と
し
た
本
説
話
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
が
あ
る
。
中
前
氏
は
不

動
の
「
涙
」
の
存
在
お
よ
び
時
機
に
注
目
し
、
そ
れ
が
不
動
の
発
す
る
言
葉
の
前

後
い
ず
れ
か
で
、﹇
Ａ
﹈・﹇
Ｂ
﹈
二
つ
の
系
統
に
分
け
、
不
動
の
涙
の
意
味
に
迫

る
。

一
つ
は
、
三
井
寺
の
内
部
あ
る
い
は
近
辺
で
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
﹇
Ａ
﹈
系

統
の
病
悩
苦
痛
の
涙
と
の
理
解
が
行
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。
今
一
つ

は
、﹇
Ｂ
﹈
系
統
、
感
動
哀
憐
の
涙
の
方
は
、
三
井
寺
の
外
側
で
行
わ
れ
て

い
た
。（
中
略
）
泣
不
動
説
話
と
い
う
も
の
が
、
三
井
寺
の
内
部
・
近
辺
で

そ
も
そ
も
成
立
し
、
特
に
初
期
の
時
点
で
は
そ
こ
を
中
心
に
し
て
伝
承
さ
れ

て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
こ
よ
う
。
開
基
智
証
大
師
円

珍
が
感
得
し
た
と
い
う
有
名
な
黄
不
動
な
ど
に
よ
っ
て
「
不
動
の
寺
」
と
も

称
さ
れ
る
、
不
動
信
仰
の
一
大
メ
ッ
カ
・
三
井
寺
は
、
泣
不
動
の
発
祥
・
伝

承
の
場
と
し
て
誠
に
相
応
し
い
と
も
言
え
よ
う
。（
傍
線
筆
者
）
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傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
説
話
毎
に
「
病
悩
苦
痛
の
涙
」、「
感
動
哀
憐
の
涙
」
と
し

て
受
容
さ
れ
て
い
た
と
両
系
統
の
話
を
位
置
付
け
る
。
つ
ま
り
、『
発
心
集
』、

『
宝
物
集
』、『
三
国
伝
記
』
は
と
も
に
「
三
井
の
外
な
る
説
話
」
で
あ
り
、
そ
の

内
容
は
民
衆
に
と
っ
て
直
接
的
に
心
に
訴
え
や
す
い
構
成
で
あ
る
と
い
え
る
。
一

方
『
園
城
寺
伝
記
』、『
寺
門
伝
記
補
録
』
な
ど
三
井
の
〈
内
〉
な
る
説
話
に
は
、

身
代
わ
り
の
証
拠
と
し
て
の
「
涙
」
の
存
在
に
重
点
が
置
か
れ
、
粛
々
と
し
た
不

動
利
益
の
説
話
の
展
開
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
三
井
寺
と
し

て
、
自
社
の
不
動
利
益
を
前
面
に
推
す
不
動
縁
起
と
い
う
性
格
を
見
せ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
当
初
泣
不
動
説
話
が
、「
三
井
寺
の
内
部
・
近
辺
で
そ
も
そ

も
成
立
し
、
特
に
初
期
の
時
点
で
は
そ
こ
を
中
心
に
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
」
と

し
、
特
に
「
病
悩
苦
痛
の
涙
」
の
説
話
と
さ
れ
る
も
の
に
は
三
井
寺
関
係
の
文
書

が
多
く
、
さ
ら
に
、
説
話
が
三
井
寺
の
〈
内
〉、
も
し
く
は
〈
外
〉
と
い
う
「
場
」

の
違
い
に
よ
っ
て
、
変
容
、
伝
播
さ
れ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
を
併
せ
て
指
摘
さ

れ
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
身
代
わ
り
説
話
は
、
例
え
ば
仏
師
に
代
わ
っ
て
弓

で
射
ら
れ
た
観
音
の
胸
に
傷
が
残
る
と
い
っ
た
穴
太
寺
観
音
霊
験
譚
や
、
瀕
死
の

僧
に
施
し
を
与
え
、
腿
が
切
り
取
ら
れ
て
い
た
成
相
寺
観
音
霊
験
に
例
を
挙
げ
ら

れ
る
よ
う
に
、
身
代
わ
り
の
証
拠
と
し
て
本
尊
に
何
か
し
ら
の
痕
跡
が
残
る
こ
と

が
利
益
の
可
視
的
な
証
拠
と
な
り
、
そ
れ
が
霊
験
譚
と
な
っ
て
一
般
的
に
流
布
さ

れ
て
い
く
。
三
井
寺
に
お
い
て
は
不
動
霊
験
を
語
る
上
で
、
不
動
が
「
泣
く
」
と

い
う
特
異
な
状
態
を
身
代
わ
り
の
証
拠
と
し
て
表
出
し
、
霊
験
譚
と
な
っ
て
い
っ

た
は
ず
だ
。
た
だ
一
方
で
、
涙
を
流
す
時
機
を
ど
の
場
面
に
表
現
す
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
、
中
世
説
話
に
お
い
て
変
容
さ
れ
る
過
程
と
し
て
、
そ
の
伝
播
者
た
ち

の
意
識
の
中
に
そ
も
そ
も
介
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
在
地
信
仰
と

霊
験
譚
の
伝
播
の
関
係
性
の
証
明
は
、
泣
不
動
説
話
の
変
容
の
過
程
を
位
置
付
け

る
上
で
大
き
な
命
題
と
な
る
。
泣
不
動
説
話
で
は
受
容
者
に
お
け
る
解
釈
の
違
い

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
不
動
霊
験
自
体
に
重
き
を
置
く
の
か
、
そ
れ
と
も
高
僧
の

存
在
に
重
き
を
置
く
の
か
、
な
ど
と
い
っ
た
語
る
側
の
説
話
の
構
成
要
素
も
大
き

な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

二　

三
井
寺
周
辺
の
泣
不
動
説
話
の
拡
大
と
証
空
の
描
写

　

三
井
寺
関
係
の
文
書
を
収
め
た
『
園
城
寺
伝
記
』
五
之
六
に
は
、
泣
不
動
説
話

で
あ
る
「
泣
不
動
事
」
と
題
さ
れ
た
説
話
の
直
後
に
「
一
依
不
動
霊
湧
出
甘
泉

事
」
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
三
井
寺
南
院
で
あ
る
花
王
院
に
い
た
覚
助
と

い
う
僧
が
証
空
の
泣
不
動
像
を
持
っ
て
お
り
、
花
王
院
の
水
の
出
が
悪
い
こ
と
を

憂
え
た
覚
助
が
不
動
に
祈
る
と
清
水
が
湧
き
だ
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
『
園
城
寺
伝
記
』
は
先
述
し
た
よ
う
に
三
井
寺
内
部
の
文
書
類
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
中
前
氏
の
分
類
方
法
を
参
考
と
す
る
な
ら
ば
「
汝
既
代
師
範
我
当
代
行

者
一
持
秘
密
呪
生
生
二
加
護
即
画
像
明
王
悲
涙
余
眼
病
気
遍
体
也
」
は
中
前
氏
の

言
う
と
こ
ろ
の
「
病
悩
苦
痛
の
涙
」
で
あ
り
、
陰
陽
道
の
効
果
と
不
動
の
効
験
に

師
弟
と
も
に
讃
え
る
と
い
う
結
び
を
取
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
敢
え
て
相
違
点
と
指

摘
す
る
以
外
は
、
通
常
の
三
井
寺
内
部
で
お
け
る
展
開
の
一
形
態
と
し
て
ほ
ぼ
相

違
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
覚
助
の
話
は
三
井
寺
の
外
部
で
語
ら
れ
た
作
品
で
あ

る
『
宝
物
集
』、『
発
心
集
』、『
元
亨
釈
書
』、
そ
し
て
『
三
国
伝
記
』
ら
に
は
全

く
記
述
が
さ
れ
な
い
。

　

ま
た
『
園
城
寺
伝
記
』
に
は
「
後
白
河
院
院
宣
曰
漢
朝
揚
詩
者
蒙
日
月
之
哀
得

庭
泉
吾
朝
覚
助
者
依
明
王
之
効
験
湛
法
水
焉
哉
」
と
記
述
さ
れ
る
。
こ
の

(
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「
揚
詩
」
と
は
、
水
を
欲
す
母
親
に
江
水
の
水
を
遠
方
か
ら
汲
み
に
行
っ
て
い
た

が
、
天
の
恩
恵
に
よ
り
庭
に
水
を
得
た
と
い
う
『
孝
子
伝
』
に
記
載
の
あ
る
「
姜

詩
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
後
白
河
院
の
院
宣
と
し
て

「
吾
朝
覚
助
者
依
明
王
之
効
験
湛
法
水
焉
哉
」
と
記
述
さ
れ
る
も
の
の
、
史
実
と

し
て
後
白
河
院
は
覚
助
の
没
後
の
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
証
空
の
泣
不
動
霊
験
譚
が

既
に
後
白
河
院
の
時
代
、
つ
ま
り
一
二
世
紀
頃
に
は
覚
助
と
い
う
追
加
要
素
を
含

ん
で
伝
わ
っ
て
い
た
証
左
と
な
る
。
ま
た
『
寺
門
伝
記
補
録
』
巻
一
五
に
は
「
覚

助
伝
」
と
し
て
、「
康
平
五
年
一
二
月
二
十
八
日
補
四
天
王
寺
別
当
職
僧
都
嘗
帰

証
空
阿
闍
梨
位
不
動
尊
花
王
院
地
高
無
水
常
以
為
憂
一
日
祈
請
明
王
」
と
日
付
を

添
え
な
が
ら
、
証
空
の
不
動
霊
験
に
よ
り
渇
水
が
治
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

証
空
の
命
の
身
代
わ
り
と
し
て
効
果
を
発
揮
し
た
不
動
明
王
は
、
証
空
の
死
後
、

時
代
を
追
う
に
つ
れ
、
覚
助
伝
や
証
空
伝
承
と
い
っ
た
も
の
に
変
容
し
伝
播
・
展

開
さ
れ
、
独
特
な
唱
導
性
を
発
揮
す
る
。『
発
心
集
』
に
は
後
日
談
と
し
て
、
証

空
の
泣
不
動
像
が
そ
の
後
、
白
河
御
所
に
伝
わ
り
、
そ
の
像
に
涙
の
痕
跡
が
残
る

と
い
う
記
述
も
あ
る
が
、
歴
史
的
に
見
て
所
在
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
涙
の
痕
跡
は
先
述
し
た
身
代
わ
り
観
音
霊
験
等
で
表
出
さ
れ
る
傷
跡
と

は
言
う
こ
と
は
で
き
ず
、
同
列
に
並
べ
る
の
に
は
若
干
の
無
理
が
生
じ
よ
う
。
こ

こ
に
は
身
代
わ
り
の
証
拠
と
し
て
仏
の
利
益
の
痕
跡
を
霊
験
譚
に
残
そ
う
と
す
る

伝
播
者
達
の
苦
心
も
伺
え
る
。

　

さ
ら
に
付
加
伝
承
と
し
て
は
覚
助
伝
承
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
発
心
集
』
や
『
三

国
伝
記
』
に
記
さ
れ
た
証
空
に
つ
い
て
は
、
証
空
が
空
也
上
人
の
臂
が
折
れ
た
の

を
余
慶
僧
正
が
祈
り
治
し
た
と
き
、「
法
器
の
も
の
な
り
」
と
言
っ
て
証
空
を
皆

が
奉
っ
た
と
い
う
話
も
存
在
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
簗
瀬
一
雄
氏
や
南
里
み
ち
子

氏
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
空
也
上
人
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
や
『
撰
集
抄
』
に
も
記
載
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
説
話
間
に
大
き
な
異

同
も
あ
り
、
三
井
寺
の
外
部
で
の
伝
承
に
お
い
て
は
、
証
空
自
身
を
描
く
話
に
つ

い
て
も
付
加
要
素
、
お
よ
び
改
変
要
素
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
井

寺
の
内
な
る
説
話
は
、
身
代
わ
り
の
証
明
と
な
っ
た
涙
に
と
ど
ま
ら
ず
、
追
加
要

素
を
含
ん
で
展
開
し
て
お
り
、〈
内
〉〈
外
〉
と
い
う
問
題
と
と
も
に
、
説
話
伝
播

の
諸
相
も
往
々
に
し
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

三　

泰
山
府
君
か
ら
不
動
明
王
へ
の
変
形

　

さ
て
、
泣
不
動
説
話
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
作
品
に
つ
い
て
明
ら
か
に
特
異
な
の

は
『
今
昔
物
語
集
』
所
収
話
で
あ
ろ
う
。『
今
昔
』
巻
一
九
│
二
四
に
は
、「
代
師

入
太
山
府
君
祭
都
状
僧
語
」
と
題
さ
れ
た
話
が
載
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
梁

瀬
氏
は
『
今
昔
』
の
位
置
に
つ
い
て
、
安
倍
晴
明
の
呪
術
説
話
を
主
と
し
て
例
に

出
さ
れ
な
が
ら
、
さ
ら
に
「
身
代
り
説
話
を
接
合
し
た
よ
う
な
『
今
昔
』
所
収
話

の
よ
う
な
も
の
が
原
流
を
な
す
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
南
里
氏
は
成
立
の
問
題

と
『
日
本
霊
異
記
』
第
二
四
、
二
五
を
関
連
さ
せ
、「
陰
陽
師
に
か
か
わ
る
身
代

り
の
説
話
は
、
陰
陽
師
の
活
動
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
、
早
い
例
に
楢
磐
嶋
の
身
代
わ
り
と
し
て
「
率
川
の
社
の

も
と
の
相
八
卦
読
」
が
冥
界
に
連
れ
て
行
か
れ
る
の
は
、
民
間
陰
陽
師
的
存
在
で

あ
る
相
八
卦
読
が
、
冥
界
と
の
交
渉
を
行
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
指

摘
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
説
話
が
陰
陽
師
の
活
動
を
基
盤
と
し
て
生
ま
れ
て

き
た
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
は
肯
け
る
。
し
か
し
一
方
で
大
三
輪
社
の
末
社
と
し

て
存
在
す
る
率
川
社
の
説
話
と
同
列
に
並
べ
う
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
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二
重
の
身
代
わ
り
説
話
と
し
て
構
成
さ
れ
る
泣
不
動
と
同
じ
よ
う
に
「
陰
陽
師
活

動
を
基
盤
」
と
し
て
三
井
寺
が
取
り
込
ん
だ
と
言
え
る
の
か
に
も
疑
問
が
生
じ

る
。
そ
れ
な
ら
ば
『
今
昔
』
の
師
に
代
わ
っ
て
泰
山
府
君
祭
の
都
状
に
名
前
を
入

れ
ら
れ
る
僧
の
話
は
、
い
か
に
し
て
不
動
の
霊
験
譚
へ
と
繫
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ

う
か
。
仮
に
直
接
的
な
伝
承
関
係
に
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
形
で
原
流
の
存
在
を

認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
三
井
寺
周
辺
の
在
地
信
仰
と
の
関
わ
り
や
周
辺
信
仰
の

実
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
展
開

の
過
程
は
把
握
で
き
な
い
。

　
『
今
昔
』
一
九
│
二
四
に
は
智
興
、
証
空
、
三
井
寺
の
い
ず
れ
の
語
も
欠
字
に

な
り
、
さ
ら
に
身
代
わ
り
と
な
る
は
ず
の
不
動
明
王
は
登
場
の
気
配
す
ら
見
せ

ず
、
代
わ
り
に
「
泰
山
府
君
」
の
名
が
出
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
後
の
説
話

で
は
「
泰
山
府
君
」
か
ら
「
不
動
明
王
」
へ
変
わ
り
泣
不
動
説
話
へ
と
骨
格
を
変

え
て
い
く
。

概
と
と
も
に
重
要
な
点
と
し
て
以
下
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・ 

病
で
倒
れ
た
僧
が
弟
子
の
加
持
祈
禱
も
効
果
な
く
、
安
倍
晴
明
が
「
泰
山
府

君
の
祭
り
」
を
行
い
、
命
の
身
代
わ
り
と
な
る
者
を
差
し
出
す
こ
と
で
助
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

・ 

高
位
の
僧
は
誰
も
名
乗
り
を
あ
げ
な
か
っ
た
が
、
も
っ
と
も
低
位
僧
で
あ
っ

た
者
が
身
代
わ
り
を
申
し
出
、
弟
子
の
名
を
都
状
に
書
き
記
し
祭
祀
を
行

う
。

・ 

師
の
僧
の
病
気
は
徐
々
に
癒
え
、
弟
子
僧
に
病
が
移
り
死
を
覚
悟
す
る
も
そ

の
時
は
来
な
い
。

・ 

結
局
病
は
移
ら
ず
、
の
ち
に
晴
明
が
両
名
が
助
か
る
こ
と
を
告
げ
に
来
る
。

こ
れ
は
泰
山
府
君
が
哀
憐
に
よ
る
救
済
の
結
果
で
あ
っ
た
。

　

当
該
説
話
は
晴
明
の
言
葉
に
よ
っ
て
僧
の
運
命
が
決
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
さ

に
「
晴
明
不
在
の
説
話
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
同
時
に
注
目
す
べ
き
は
晴
明
と
存

在
感
を
発
揮
す
る
の
が
泰
山
府
君
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
道
教
神
で
あ
る
泰
山
府

君
が
文
中
に
現
れ
る
の
は
一
連
の
泣
不
動
説
話
中
『
今
昔
』
た
だ
ひ
と
つ
で
あ

り
、「
三
井
の
〈
外
〉
な
る
説
話
」
に
は
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
。

　

泰
山
府
君
を
は
じ
め
と
す
る
、
道
教
に
端
を
発
す
る
信
仰
が
日
本
文
化
に
触

れ
、
さ
ら
に
独
自
の
発
展
を
す
る
様
子
は
、
坂
出
祥
伸
氏
が
、
泰
山
が
中
国
の
五

山
の
中
で
も
筆
頭
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
つ
つ
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
泰
山
府
君
と
は
そ
う
し
た
泰
山
の
神
と
し
て
そ
れ
を
神
格
化
さ
せ
た
も
の
で

あ
り
、
人
の
命
、
魂
魄
を
つ
か
さ
ど
る
と
と
も
に
死
者
の
魂
は
泰
山
へ
と
帰
る
も

の
と
さ
れ
て
い
た
。
最
終
的
に
日
本
に
泰
山
府
君
の
信
仰
が
伝
わ
り
、
人
間
の
生

死
、
延
命
長
寿
を
つ
か
さ
ど
る
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
泰

山
府
君
を
祀
る
も
の
が
泰
山
府
君
祭
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
陰
陽
道
の
最
高
奥
義
と

し
て
死
者
を
蘇
ら
せ
る
た
め
の
秘
術
で
あ
っ
た
と
い
う
。『
小
右
記
』
永
祚
元
年

二
月
十
一
日
に
は
、
皇
太
后
で
あ
る
藤
原
詮
子
が
病
悩
し
た
際
、「
令
勘
申
尊
勝

法
・
太
山
府
君
祭
日
、
御
修
法
事
□
遣
天
台
座
主
許
、
御
祭
□
晴
明
奉
仕
（
□
部

欠
字
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
密
教
に
よ
る
尊
勝
法
の
修
法
と
陰
陽
道
の
泰
山
府
君

祭
が
一
緒
に
行
わ
れ
た
例
が
確
認
で
き
、
こ
の
文
に
お
い
て
は
、
泰
山
府
君
祭
が

密
教
修
法
よ
り
も
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
思
え
ば
『
今
昔
』
に
お

い
て
も
「
弟
子
共
有
テ
、
歎
キ
悲
テ
旁
ニ
析
禱
ス
ト
云
ヘ
ド
モ
、
更
ニ
其
験
无
シ

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』）」
と
あ
り
、
仏
教
の
祈
り
で
効
果
が
な
か
っ
た
も

の
が
、「
公
私
」
と
も
に
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
晴
明
を
登
場
さ
せ
、
結
果
と

し
て
師
の
病
を
受
け
た
弟
子
が
泰
山
府
君
の
憐
れ
み
に
よ
っ
て
命
が
助
か
っ
て
い
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る
。
こ
の
こ
と
は
陰
陽
道
の
優
位
性
を
意
味
し
て
お
り
、
武
田
比
呂
男
氏
が
、
当

該
説
話
を
指
し
て
「
呪
術
の
競
合
、
術
く
ら
べ
の
説
話
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は

こ
の
裏
付
け
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
泰
山
府
君
は
、
晴
明
か
ら
始
ま
る
安
倍
家

の
陰
陽
道
に
と
っ
て
、
最
重
要
な
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
き
た
神
格
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、『
今
昔
』
で
描
か
れ
た
こ
の
説
話
は
晴
明
自
身
、
も
し
く
は
そ
の
法
に

重
点
を
置
く
説
話
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
注
意
し
な
れ
ば
い
け
な
い
の
が
、
泰
山
府
君
祭
と
い
う
も
の
が
本
来

身
代
わ
り
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
に

お
い
て
、
桓
武
天
皇
が
冬
至
の
日
に
行
っ
た
祭
祀
の
例
と
し
て
「
十
一
月
甲
寅
、

祀
天
神
於
交
野
。
其
祭
文
曰
、
維
延
暦
六
年
歳
次
丁
卯
十
一
月
庚
戌
朔
甲

寅
、
嗣
天
子
臣
、
謹
遣
従
二
位
行
大
納
言
兼
民
部
卿
造
東
大
寺
司
長
官
藤
原
朝

臣
継
縄
。
敢
昭
告
于
昊
天
上
帝
。（
中
略
）
敬
采
燔
祀
之
義
、
祇
脩
報
徳
之
典

潔
誠
。
謹
以
玉
帛
・
犠
斉
・
粢
盛
庶
品
、
備
茲
禋
燎
、
祇
薦
潔
誠
」（『
新
日

本
古
典
文
学
大
系
』）
と
あ
り
、
こ
れ
が
泰
山
府
君
祭
修
祀
の
最
初
の
例
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
燔
祀
之
義
」「
犠
斉
」
と
は
生
贄
を
さ
さ
げ
て
天
を
祀
る

儀
式
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
身
代
わ
り
に
あ
た
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
元
年
十
二
月
二
十
日
に
も
「
於
御
所
南

庭
被
行
七
座
泰
山
府
君
祭
」
と
泰
山
府
君
祭
の
記
述
が
残
っ
て
い
る
が
、
鎌

倉
時
代
以
降
、
祭
祀
を
行
う
原
因
と
し
て
病
か
ら
の
快
癒
祈
禱
、
天
変
地
異
の
た

め
の
鎮
霊
等
の
例
は
見
当
た
る
も
の
の
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
の
身
代
わ
り
や
祭

具
と
し
て
生
け
る
人
間
が
使
わ
れ
た
と
い
う
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

ま
た
、
泰
山
府
君
と
い
う
神
が
、
古
く
不
動
明
王
に
近
い
役
割
を
持
っ
て
い
た

こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
陰
陽
道
信
仰
を
中
心
と
す
る
泰
山

府
君
か
ら
不
動
明
王
へ
と
主
題
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理

由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
三
井
寺
内
部
に
残
る
史
料
を
精
査
を
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

以
下
は
園
城
寺
関
係
の
雑
録
で
あ
る
『
雑
談
鈔
』
一
一
「
泣
不
動
ノ
縁
起
ノ

事
」
と
題
さ
れ
る
部
分
の
一
部
で
あ
る
。

　

日
王
菀
寺
倫
与
内
供
智
興
内
供
事
也
。
曰
王
菀
寺
之
儀
荒
説
也
。
或
説
云

智
興
忽
受
重
病
云
云
。
忽
受
重
病
。
時
行
病
也
。
欲
入-

講
飲
用
頭
晴
明

令
院占
存
否
。
晴
明
占
云
。
必
死
。
定
業
也
。
仏
神
之
加
力
モ

於
今
者
難

叶
歟
。
但
奉
命
ヲ

有
申
奉
替
之
輩
者
、
祈
試
候
ハ
ン
ト

申
。
…
（
中
略
）

…
…
仍
晴
明
証
空
ヲ
シ
テ

令
臥
彼
内
供
ノ

傍
ニ

、
府
印
シ

、
読
条
文
ヲ

。
其
時
内

供
ハ

忽
病
患
除
散
テ

、
証
空
忽
面
赤
テ

況
病
ノ

莚
ニ

。
爰
晴
明
申
云
。
今
ハ

不

及
沙
汰
。
早
証
空
可
出
門
外
。
云
云
于
時
証
空
病
中
ニ

微
声
ニ

申
云
。

今
一
度
最
後
ニ

奉
拝
見
本
尊
ヲ

。
云
云
仍
彼
本
尊
ノ

前
ニ

舁
将
行
。
即
証
空
忽

向
本
尊
、
亦
合
掌
祈
念
。
此
時
ニ

空
ノ

中
ニ

唱
云
。
汝
者
替
師
。
我
ハ

替
汝
ト

云
聲
聞
ユ

。
傍
人
々
聞
之
。
則
本
尊
絵
像
也
。
証
空
之
頭
ニ

落
懸
ル

。
此
時
証

空
忽
病
患
消
除
シ
テ

気
力
如
本
也
。
爰
証
空
住
本
心
ニ

、
静
奉
拝-

見
本
尊
ヲ

之
処
、
血
涙
自
左
右
御
眼
流
下
レ
リ

。
霊
験
殊
勝
事
也
。

　

此
儀
不
分
明
、
至
後
醍
醐
院
御
代
、
其
像
在
之
。
元
弘
以
後
不
知
伝
来
之

故
。
云
云

件
霊
像
於
慶
勝
阿
闍
梨
者

（
マ
マ
）鳥

羽
之
宿
房
焼
失
了
。
既
及
卅
年
。
実
為
門

跡
大
憂
悲
也
。 

（
傍
線
筆
者
、
旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
）

　

こ
の
『
雑
談
鈔
』
を
翻
刻
さ
れ
た
梁
瀬
一
雄
氏
に
よ
る
と
、「
後
の
『
寺
門
高

僧
記
』『
園
城
寺
伝
記
』『
寺
門
伝
記
補
録
』
と
相
補
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
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り
、
成
立
年
代
の
詳
細
は
不
明
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
二
世
紀
、
一
一
六
五
年
よ

り
五
十
年
は
下
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
に
よ
り
中

世
期
に
伝
わ
る
泣
不
動
説
話
の
展
開
の
一
形
態
や
、
三
井
寺
の
内
部
に
お
け
る
伝

播
の
実
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
三
井
寺
の
〈
内
〉
の
テ
キ
ス
ト
と
〈
外
〉
の
テ
キ
ス
ト
と
を
二
系
統

に
分
類
し
、
対
比
的
に
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
三
井
寺
の

〈
外
〉
の
テ
キ
ス
ト
で
描
か
れ
る
証
空
の
「
す
が
る
姿
」
の
描
写
で
あ
る
。『
宝
物

集
』
七
巻
本
に
は
「
今
生
の
命
は
師
に
か
は
る
。
ね
が
は
く
は
、
明
王
、
臨
終
正

念
に
し
て
こ
ろ
し
給
へ
」
と
自
ら
の
修
行
の
不
足
を
師
に
代
わ
っ
て
命
を
差
し
出

す
こ
と
で
救
い
を
求
め
、
不
動
に
対
し
死
を
願
お
う
と
す
る
姿
が
特
徴
的
に
描
き

出
さ
れ
て
い
る
。
絵
巻
と
し
て
の
『
不
動
利
益
縁
起
』
も
こ
れ
に
倣
う
。
さ
ら
に

『
発
心
集
』
の
「
勤
め
少
な
け
れ
ば
、
後
世
き
は
め
て
恐
し
。
願
は
く
は
、
明
王

あ
は
れ
み
を
垂
れ
て
、
悪
道
に
お
と
し
給
ふ
な
」
と
い
う
も
の
や
、
そ
の
『
発
心

集
』
に
倣
う
『
三
国
伝
記
』
の
「
兼
ね
て
行
業
な
け
れ
ば
後
世
き
わ
め
て
お
そ
ろ

し
。
願
わ
く
は
大
聖
明
王
あ
わ
れ
を
な
し
て
悪
道
に
落
と
し
給
う
べ
か
ら
ず
」
と

い
う
態
度
に
は
、
不
動
に
助
け
を
請
う
姿
が
見
え
る
。

　

こ
う
し
た
「
す
が
る
姿
」
は
、
記
述
さ
れ
た
物
語
の
主
体
が
誰
な
の
か
と
い
う

点
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。〈
内
〉
な
る
テ
キ
ス
ト
に
高
僧
と
し
て

描
か
れ
る
証
空
に
は
こ
う
し
た
「
す
が
る
姿
」
は
描
か
れ
ず
、
本
尊
を
必
死
に
念

じ
た
こ
と
の
み
が
描
か
れ
る
。
三
井
寺
周
辺
で
残
さ
れ
る
史
料
、『
雑
談
鈔
』『
園

城
寺
伝
記
』
お
よ
び
『
寺
門
伝
記
補
録
』、
ま
た
〈
外
〉
の
も
の
で
は
あ
る
が
高

僧
伝
と
し
て
の
『
元
亨
釈
書
』
に
は
見
え
ず
、
あ
く
ま
で
高
僧
と
し
て
の
証
空
像

が
描
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
先
述
し
た
『
発
心
集
』
な
ど
の

描
写
に
対
し
て
、
三
井
寺
関
係
の
書
に
つ
い
て
は
証
空
の
言
葉
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
三
井
寺
の
高
僧
で
あ
る
証
空
が
、
不
動
霊
験
の
た
め
に
命
を
救
わ
れ
た
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
〈
外
〉
な
る
テ
キ
ス
ト
で
語
ら
れ
た
も
の
は
、

証
空
を
巧
妙
に
目
立
た
な
く
さ
せ
、
一
方
で
不
動
の
利
益
を
前
面
に
押
し
出
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
テ
キ
ス
ト
上
で
実
に
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
す
が
る
姿
」
と
い
う
も
の
は
、
端
を
発
す
る
『
今
昔
』
な
ど
晴

明
に
よ
る
陰
陽
説
話
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
三
井
寺
で
発
生
し
た
泣
不
動
霊
験
譚

へ
と
展
開
し
、
い
つ
し
か
不
動
の
姿
を
大
き
く
描
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
と

同
時
に
証
空
の
存
在
を
矮
小
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
不
動
利
益
を
中
心
と
し
た

霊
験
譚
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
く
過
程
に
生
ま
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
三
井
寺
と
は
一
線
を
画
し
た
「
場
」
で
起
こ
っ
た

と
予
想
さ
れ
、〈
内
〉
で
展
開
さ
れ
た
説
話
に
お
い
て
は
、
幾
度
も
焼
失
を
重
ね

て
は
復
興
す
る
三
井
寺
の
歴
史
的
背
景
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
根
本
的
に
証
空
を

名
高
い
高
僧
と
し
て
中
心
に
描
き
つ
つ
、
一
方
で
は
そ
れ
に
付
随
す
る
も
の
と
し

て
不
動
霊
験
に
よ
る
効
験
を
語
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ

は
た
だ
三
井
寺
の
〈
内
〉〈
外
〉
と
い
う
「
場
」
の
意
識
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

用
途
や
目
的
に
応
じ
て
作
り
か
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

た
と
き
、
三
井
寺
は
何
ら
か
の
形
で
、
す
で
に
円
珍
の
不
動
霊
験
な
ど
に
よ
り
浸

透
し
て
い
た
自
社
の
不
動
信
仰
の
た
め
、
泣
不
動
説
話
と
い
う
も
の
を
利
用
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
中
世
期
以
降

他
寺
院
と
の
関
連
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
る
信
仰
の
構
造
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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四　

三
井
寺
在
地
信
仰
の
展
開
│
│
不
動
信
仰
か
ら
地
蔵
へ
の
信
仰

　

三
井
寺
は
『
今
昔
』
の
所
収
話
か
ら
、
不
動
信
仰
の
基
盤
と
し
て
成
立
す
る
泣

不
動
説
話
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
が
直
接
的
関
与
を
も
と
に
一
つ
の

不
動
霊
験
へ
と
収
ま
っ
て
い
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
歴
史
的
見
地
で
か
つ
て
の

三
井
寺
内
部
の
事
情
を
踏
ま
え
た
と
き
、
天
台
本
山
と
し
て
の
信
仰
の
場
で
あ
る

の
と
は
別
に
、
不
動
を
本
に
据
え
、
こ
れ
を
ま
と
め
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
が
あ

っ
た
と
想
像
し
う
る
。
鎌
倉
期
に
は
多
く
の
不
動
明
王
が
三
井
寺
に
寄
進
さ
れ
、

平
安
時
代
後
期
、
智
証
大
師
円
珍
が
感
得
し
た
黄
不
動
像
を
も
と
に
成
立
し
た
と

さ
れ
る
曼
殊
院
蔵
の
「
不
動
明
王
像
」
な
ど
、
多
く
の
模
写
の
存
在
や
そ
れ
ら
の

広
が
り
は
、
こ
う
し
た
複
数
系
統
の
信
仰
が
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

ま
た
、
三
井
寺
は
不
動
信
仰
に
加
え
、
修
験
道
の
場
と
し
て
、
ま
た
西
国
三
十

三
所
札
所
と
し
て
観
音
の
霊
場
と
し
て
も
著
名
に
な
り
、
独
自
の
発
展
を
す
る
に

至
る
。
加
え
て
中
世
に
入
る
こ
ろ
か
ら
は
地
蔵
へ
の
信
仰
も
活
発
化
す
る
。
三
井

寺
周
辺
の
在
地
信
仰
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
根
本
と
な
る
信
仰
の
上
に
、
地
蔵
と

結
び
つ
き
が
強
い
地
獄
の
思
想
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
泰
山
府
君

信
仰
が
既
に
あ
る
程
度
根
付
い
て
い
た
こ
と
が
十
分
想
定
さ
れ
る
。
在
地
に
お
い

て
は
様
々
な
本
尊
へ
の
信
仰
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
不

動
と
地
蔵
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
蘇
生
に
関
連
す
る
興
味
深
い
例
と
し
て
『
撰
集

抄
』
に
、

恵
心
僧
都
の
稲
生
と
に
、
安
容
の
尼
と
い
ふ
人
侍
り
け
り
。
年
比
あ
さ
か
ら

ず
思
ひ
け
る
あ
る
じ
に
お
く
れ
給
ひ
て
、
さ
が
て
さ
ま
か
へ
、
小
野
と
い
ふ

山
里
に
籠
り
ゐ
て
、
地
蔵
菩
薩
を
本
尊
と
し
て
、
明
暮
行
ひ
給
へ
り
。
或

時
、
夜
ふ
く
る
ま
で
心
を
澄
ま
し
て
勤
う
ち
し
、「
か
な
ら
ず
後
生
助
け
さ

せ
給
へ
」
と
祈
り
申
さ
れ
て
、
い
ち
い
ね
給
ひ
侍
り
け
る
に
、
夢
に
此
地
蔵

菩
薩
お
は
し
ま
し
て
、「
い
か
に
も
た
す
け
ん
ず
る
ぞ
。
そ
れ
に
つ
い
て

も
、
つ
と
む
る
こ
と
を
物
憂
く
す
な
」
と
被
仰
と
思
ひ
て
、
夢
さ
め
侍
り
け

り
。
…
…
…
つ
ひ
に
は
か
な
く
成
り
ぬ
。
僧
都
待
ち
え
て
い
そ
ぎ
見
給
ふ

に
、
は
や
こ
と
き
れ
に
け
り
。
あ
さ
ま
し
と
も
、
心
う
し
と
も
い
ふ
斗
な

し
。
な
ほ
も
し
や
と
覚
え
て
、
修
学
院
の
勝
算
僧
正
の
庵
室
に
、
死
せ
る
人

を
か
き
い
れ
さ
せ
、
僧
正
に
、「
加
持
し
て
与
へ
給
へ
」
と
あ
れ
ば
、「
大
き

に
か
た
き
事
に
侍
り
。」
さ
り
な
が
ら
、
不
動
の
呪
を
み
て
給
ふ
。
僧
都
又

地
蔵
を
念
じ
給
へ
り
け
る
に
、
数
十
反
に
み
た
ざ
る
に
、
尼
い
き
返
り
侍
り

て
、
か
た
り
け
る
は
、「
不
動
地
蔵
の
我
が
二
つ
の
手
を
引
き
て
、
冥
途
よ

り
返
し
給
ひ
し
に
侍
り
。」
と
ぞ
申
さ
れ
け
る
。 

（
傍
線
筆
者
）

と
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
普
段
地
蔵
を
念
じ
て
い
た
安
養
尼
が
亡
く
な
っ
た
際
、

「
不
動
の
呪
を
み
て
給
ふ
」
な
ど
と
不
動
の
呪
を
唱
え
、
地
蔵
を
念
じ
る
こ
と

で
、
結
果
と
し
て
地
蔵
と
不
動
に
手
を
ひ
か
れ
て
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
。
後
代

『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
に
も
採
ら
れ
る
本
話
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
不
動
と
地

蔵
の
関
係
に
つ
い
て
、
修
験
の
人
々
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
た
地
蔵
に
対
し
、
三

井
寺
の
修
験
の
組
織
化
が
進
む
中
、
地
蔵
と
融
合
さ
せ
つ
つ
も
不
動
尊
を
前
面
に

押
し
出
し
て
き
た
者
の
存
在
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
熊
野
支
配
も
あ
り
、

修
験
道
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
三
井
寺
が
、
次
第
に
そ
れ
と
関
係
の
深
か
っ
た

地
蔵
と
対
抗
さ
せ
る
と
い
う
形
で
、
延
命
蘇
生
の
利
益
を
持
つ
不
動
を
表
舞
台
へ

と
出
し
て
い
く
こ
と
は
、
信
仰
の
伝
播
と
い
う
問
題
か
ら
も
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
不
動
と
地
蔵
の
関
係
に
つ
い
て
、『
撰
集
抄
』
の
内
容
も
含

め
、
中
世
期
以
降
作
品
内
で
一
組
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
六
道
輪
廻
と

地
蔵
は
関
わ
り
が
深
く
、
ま
た
中
世
半
ば
以
降
に
発
展
し
て
く
る
民
俗
信
仰
の
ひ

と
つ
で
あ
る
十
三
仏
信
仰
で
は
、
五
七
日
の
閻
魔
王
の
本
地
仏
が
地
蔵
で
あ
り
、

救
い
を
施
す
功
徳
が
あ
る
な
ど
、
そ
の
慈
悲
深
い
様
相
と
は
異
に
し
て
、
殊
に
六

道
お
よ
び
地
獄
と
の
関
係
性
が
深
い
。
そ
も
そ
も
地
蔵
や
現
世
救
済
を
期
待
す
る

観
音
な
ど
に
対
し
て
、
涙
を
流
す
不
動
や
手
を
繫
ぐ
不
動
と
い
う
も
の
は
、
憤
怒

相
で
表
現
さ
れ
る
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
の
隔
た
り
が
強
く
、
民
衆
に
と
っ
て
の

信
仰
に
繫
が
る
強
力
な
一
要
素
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
う
る
。
同
時
に
、

閻
魔
の
本
地
な
ど
と
表
さ
れ
る
地
蔵
の
存
在
も
垣
間
見
え
て
く
る
。

　

三
井
寺
に
存
す
る
仏
像
の
状
況
を
見
る
と
、
室
町
時
代
に
は
延
文
元
年
、
足
利

尊
氏
が
没
し
た
際
に
、
幕
府
が
地
蔵
尊
を
三
井
寺
に
奉
納
し
て
お
り
、
さ
ら
に
続

い
て
二
代
義
詮
が
没
し
た
貞
治
六
年
に
も
三
代
将
軍
義
満
が
同
じ
く
地
蔵
を
三
井

寺
に
奉
納
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
四
〜
一
五
世
紀
に
か
け
て
は
現
在
金
堂
に
安
置

さ
れ
る
木
造
地
蔵
菩
薩
坐
像
二
体
や
木
造
地
蔵
菩
薩
坐
像
（
大
津
市
観
音
寺
町
自

治
会
保
存
）
な
ど
が
三
井
寺
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
相
次
い
で
不
動
明
王
を
中
心

と
す
る
像
が
作
ら
れ
寄
進
さ
れ
た
鎌
倉
期
ま
で
に
比
べ
、
室
町
期
に
お
い
て
三
井

寺
で
は
、
本
格
的
な
地
蔵
信
仰
の
流
行
が
到
来
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

説
話
の
地
蔵
に
つ
い
て
は
、『
今
昔
』
と
『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
と
の
関
係
に

つ
い
て
既
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
高
橋

貢
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
今
昔
』
巻
一
七
の
地
蔵
菩
薩
霊
験
譚
に
つ
い
て
、
大

部
分
が
三
井
寺
上
座
実
睿
の
『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
を
典
拠
に
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
古
く
か
ら
三
井
寺
と
地
蔵
と
の
関
係
性
は
深
淵
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
、
実
際
に
『
園
城
寺
伝
記
』
で
も
、「
地
蔵
者
清
浄
観
之
出
家
名

也
。
地
蔵
者
天
下
萬
種
覆
無
端
。
地
蔵
萬
像
載
無
棄
。
故
號
地
蔵
。」
と
い
う
地

蔵
の
記
述
も
散
見
す
る
。
こ
う
し
た
天
台
密
教
、
ま
た
浄
土
教
寺
院
と
地
蔵
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
源
信
と
の
関
連
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
地
蔵
信
仰
は
泰
山
府
君
信
仰
の
一
形
態
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
く
。

　

ま
た
地
蔵
と
地
獄
の
関
係
を
裏
付
け
る
よ
う
に
平
安
末
期
頃
に
は
十
王
信
仰
と

の
関
係
性
が
築
か
れ
て
く
る
。
十
王
信
仰
と
は
人
が
死
ん
だ
あ
と
、
冥
界
に
あ
る

十
王
の
宮
殿
を
順
々
に
巡
り
、
生
前
の
善
悪
に
よ
る
審
判
を
受
け
、
次
の
転
生
先

が
決
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
泰
山
府
君
は
古
代
中
国
の
後
漢
か
ら
魏
晋
時
代

に
か
け
て
泰
山
が
人
の
魂
魄
を
招
き
、
生
命
の
長
短
を
司
る
と
い
う
思
想
が
取
り

込
ま
れ
、
仏
教
の
閻
魔
王
の
役
割
に
近
い
神
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
古
く
イ

ン
ド
か
ら
在
地
宗
教
が
仏
教
と
相
ま
っ
て
中
国
に
伝
来
す
る
と
と
も
に
十
王
信
仰

の
中
で
閻
魔
と
結
び
つ
き
、
本
来
は
道
教
世
界
の
冥
界
王
と
し
て
代
表
さ
れ
る
泰

山
府
君
が
、
い
つ
し
か
仏
教
と
混
交
し
な
が
ら
新
し
い
概
念
を
作
り
上
げ
た
の
だ

と
い
う
。
死
後
の
人
へ
の
没
後
七
日
ご
と
の
追
善
供
養
は
元
来
儒
教
の
教
え
と
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
が
道
教
の
地
獄
の
十
王
と
い
う
観
念
を
受
容
す
る
こ
と
で
十
王

信
仰
の
基
盤
が
造
ら
れ
て
い
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
信
仰
と
し
て
、
坂
出
祥
伸
氏

が
「
地
蔵
と
い
う
も
の
が
十
王
信
仰
の
基
盤
と
な
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
の
は
十

王
の
本
地
が
付
加
さ
れ
た
十
仏
信
仰
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

苦
難
に
陥
る
衆
生
の
救
済
を
願
う
十
仏
信
仰
は
中
国
に
お
い
て
は
現
れ
ず
、
専
ら

日
本
で
の
信
仰
の
発
展
形
と
言
え
る
。
源
信
が
臨
終
の
行
儀
に
お
い
て
衆
生
に
念

想
を
勧
め
る
と
き
、
観
音
・
勢
至
・
普
賢
・
文
殊
に
並
ぶ
仏
と
し
て
地
蔵
を
取
り

(
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入
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
末
法
近
づ
く
世
に
お
け
る
救
済
を
求
め
た
結

果
で
あ
ろ
う
。

　

最
終
的
に
密
教
思
想
を
取
り
込
ん
で
十
三
仏
信
仰
へ
と
発
展
を
み
る
十
王
信
仰

だ
が
、
泰
山
府
君
の
思
想
が
こ
の
十
王
信
仰
か
ら
地
獄
や
閻
魔
王
と
も
結
び
つ
く

流
れ
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
信
仰
変
容
の
波
が
三
井
寺
に
も
押
し
寄
せ

て
い
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
信
仰
の
様
子
に
つ
い
て
泣
不
動
説
話
の
展
開

の
一
形
態
と
し
て
知
ら
れ
る
『
真
言
伝
』
証
空
段
に
は
「
此
事
世
ノ
人
委
ク
知
ル

ニ
依
テ
コ
マ
カ
ニ
シ
ル
サ
ス
」
と
記
載
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
泰
山
府
君
を

中
心
と
し
た
『
今
昔
』
に
描
か
れ
た
世
界
は
、
広
く
三
井
寺
周
辺
で
も
在
地
の
信

仰
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
天
台
寺
門
の

大
寺
院
と
し
て
名
を
馳
せ
る
三
井
寺
は
、
智
証
大
師
の
不
動
信
仰
を
も
基
盤
と
し

て
、
異
な
る
二
系
列
の
信
仰
が
内
部
で
発
生
し
、
そ
こ
に
泰
山
府
君
と
諸
相
の
似

通
っ
た
不
動
明
王
を
仏
教
的
に
取
り
入
れ
た
。
そ
し
て
泣
不
動
説
話
を
『
雑
談

鈔
』
の
ご
と
く
三
井
寺
が
独
自
に
自
社
の
霊
験
譚
と
し
、
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
と

い
う
過
程
が
見
え
て
く
る
。
当
代
の
思
想
に
背
負
わ
れ
る
よ
う
に
、
泰
山
府
君
や

不
動
霊
験
は
容
易
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、『
真
言
伝
』
の
記
述
等

か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
が
い
か
に
一
般
的
に
浸
透
し
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
を
も
確
認
で
き
る
。
三
井
寺
周
辺
と
い
う
「
場
」
に
お
い
て
、
複
数
の
信

仰
形
態
が
複
雑
に
入
り
組
み
、
高
僧
た
ち
の
表
現
方
法
に
よ
っ
て
も
内
容
が
大
き

く
様
変
わ
り
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
付
随
す
る
霊
験
譚
も
恣
意
的
か
つ
合
理
的
に
変

容
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
泣
不
動
説
話
の
研
究
動
向
を
捉
え
つ
つ
三
井
寺
〈
内
〉〈
外
〉

の
テ
キ
ス
ト
に
目
を
向
け
る
と
と
も
に
、
三
井
寺
周
辺
に
お
け
る
在
地
信
仰
の
発

展
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
本
稿
で
は
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
泣
不
動
説
話

類
の
中
で
も
特
異
な
発
展
を
し
て
い
る
の
が
絵
巻
で
あ
る
。

　

中
世
期
に
は
泣
不
動
説
話
が
絵
巻
と
な
っ
て
、
視
覚
的
に
人
々
の
知
る
と
こ
ろ

と
な
る
。
現
在
泣
不
動
関
連
の
絵
巻
と
し
て
は
、
泣
不
動
を
伝
え
る
最
古
の
も
の

と
さ
れ
る
鎌
倉
期
の
『
不
動
利
益
縁
起
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
や
、
こ
れ
に

倣
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
室
町
期
の
『
泣
不
動
縁
起
』（
清
浄
華
院
蔵
）
が
伝
わ

る
。
清
浄
華
院
本
に
は
詞
書
き
が
存
在
し
な
い
が
、
絵
に
つ
い
て
は
『
不
動
利
益

縁
起
』
と
ほ
ぼ
差
違
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
一
見
『
発
心
集
』
さ
な
が
ら
の
展
開
に

思
わ
れ
る
が
、
絵
巻
に
は
従
来
存
在
し
な
か
っ
た
描
写
で
あ
る
「
証
空
の
身
代
わ

り
と
な
っ
た
不
動
は
命
を
落
と
し
縄
を
打
た
れ
て
地
獄
に
赴
く
。」「
捕
ら
え
ら
れ

た
不
動
が
閻
魔
の
御
前
に
連
れ
て
こ
ら
れ
る
が
、
閻
魔
は
そ
の
様
子
に
驚
き
呆
れ

て
平
身
低
頭
す
る
。」「
解
放
さ
れ
た
不
動
が
最
後
に
は
悠
々
と
元
の
世
界
へ
戻
っ

て
い
く
。」
と
い
う
、
い
わ
ば
「
不
動
の
地
獄
連
行
譚
」
と
も
い
う
べ
き
話
が
付

加
部
分
と
し
て
追
加
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
縁
起
絵
巻
に
な
っ
て

か
ら
の
追
加
要
素
は
、
不
動
明
王
と
し
て
の
威
厳
を
よ
り
鮮
明
に
描
く
一
方
、
証

空
を
よ
り
脇
役
に
さ
せ
る
と
と
も
に
、
不
動
が
涙
を
流
し
、
そ
し
て
身
代
わ
り
と

な
っ
た
と
い
う
利
益
自
体
の
印
象
を
薄
く
さ
せ
て
し
ま
う
作
用
が
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
絵
巻
の
作
成
、
ま
た
そ
の
根
源
と
な
る
物
語
は
本
来
霊
験
譚
を
語
る
三
井

寺
内
部
で
は
な
い
「
場
」
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
、
あ
く
ま
で

(
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庶
民
レ
ベ
ル
に
お
い
て
こ
う
し
た
霊
験
譚
が
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
先
述
し
た
地
獄
へ
の
意
識
や
諸
信
仰
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　

浄
土
宗
寺
院
と
し
て
名
を
成
す
清
浄
華
院
の
寺
宝
を
記
述
し
た
文
書
で
あ
る

『
参
議
藤
原
頼
業
筆
浄
華
院
由
来
書
』
に
は
、
永
享
年
間
に
、
既
に
円
珍
が
書
い

た
泣
不
動
縁
起
が
存
在
し
て
い
る
と
の
記
載
が
あ
る
。
そ
の
霊
宝
を
見
る
限
り
、

天
台
関
係
の
霊
宝
が
多
い
こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ
る
が
、
泣
不
動
縁
起
が
主
に
三

井
寺
内
部
で
語
ら
れ
た
内
容
に
大
き
く
添
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ

の
変
容
に
寺
院
が
全
く
反
応
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
非
常
に
奇
妙
な
印
象
を
持

つ
。
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
関
連
性
を
読
み
解
く
と
き
、
今
後
こ
う
し
た
絵
巻

の
流
布
と
両
寺
院
間
の
問
題
に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

仏
菩
薩
の
身
代
わ
り
霊
験
譚
の
中
で
も
不
動
の
霊
験
譚
は
特
異
で
あ
る
。
忿
怒

に
満
ち
た
そ
の
顔
か
ら
涙
を
出
す
と
い
う
様
相
は
、
不
動
自
体
が
元
来
持
つ
印
象

と
の
違
い
ゆ
え
に
、
受
容
者
た
ち
の
心
に
、
よ
り
鮮
明
に
刻
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。

大
き
く
二
系
統
に
分
類
さ
れ
る
泣
不
動
説
話
は
、
証
空
の
「
す
が
る
姿
」
な
ど
の

描
写
に
よ
り
、
霊
験
譚
の
主
題
を
適
宜
変
化
さ
せ
て
巷
間
へ
と
広
が
っ
て
い
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
不
動
の
霊
験
が
語
ら
れ
る
と
き
、
本
来
泰
山
府
君
で
あ
っ
た

も
の
が
不
動
の
霊
験
へ
と
変
容
さ
れ
、
三
井
寺
内
部
に
お
い
て
は
証
空
と
い
う
高

僧
や
不
動
明
王
を
配
置
し
、
霊
験
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
泰
山
府
君
を
頂
点

に
据
え
、
陰
陽
道
の
効
果
絶
大
な
る
説
話
か
ら
流
れ
始
め
た
泣
不
動
説
話
は
、
時

代
を
追
う
に
つ
れ
、
三
井
寺
の
確
固
た
る
不
動
縁
起
と
し
て
地
位
を
獲
得
し
て
い

っ
た
と
い
え
る
。

　

元
来
不
動
信
仰
の
基
盤
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
三
井
寺
に
は
、
既
に
様
々
な

信
仰
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
泣
不
動
説
話
は
三
井
寺
の
〈
内
〉〈
外
〉
と
い
う
問

題
か
ら
さ
ら
に
、
霊
験
譚
が
用
い
ら
れ
る
書
物
の
用
途
に
よ
り
記
述
の
方
法
が
異

な
る
な
ど
、
話
題
の
重
心
を
適
宜
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
泣
不
動
説
話
か
ら
さ
ら
に
、
作
品
そ
の
も
の
や
そ
の
縁
起
を
保
有
す
る
寺

院
の
立
ち
位
置
す
ら
変
え
て
し
ま
う
重
要
な
問
題
に
繫
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

こ
う
し
た
「
身
代
わ
り
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
例
え

ば
『
源
平
盛
衰
記
』
に
登
場
す
る
袈
裟
御
前
が
盛
遠
に
代
わ
り
、
夫
で
あ
る
左
衛

門
尉
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
著
名
な
逸
話
に
は
、
身
代
わ
り
と
な
っ
て
死
ん
だ
袈
裟

御
前
に
つ
い
て
「
こ
の
女
房
は
観
音
、
優
婆
夷
の
身
を
現
じ
て
我
等
が
道
心
を
催

し
給
ふ
と
観
ず
べ
し
」
と
記
述
さ
れ
る
。
現
世
利
益
を
司
る
観
音
が
身
代
わ
り
と

な
る
と
い
う
中
世
期
の
人
々
の
意
識
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

中
世
期
の
泣
不
動
説
話
の
展
開
に
つ
い
て
は
阿
部
泰
郎
氏
が
『
と
は
ず
が
た
り
』

に
お
け
る
再
文
脈
化
と
い
う
問
題
点
と
と
も
に
再
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ

で
は
後
述
の
『
不
動
利
益
縁
起
』
の
拠
り
所
と
し
て
正
和
三
（
一
三
一
四
）
年
に

成
立
し
た
ク
リ
ー
プ
ラ
ン
ド
美
術
館
蔵
『
融
通
念
仏
縁
起
』
が
存
在
す
る
こ
と
を

指
摘
す
る
（「『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
泣
不
動
説
話
の
再
文
脈
化
」（『
国
語

と
国
文
学
』
九
二
│
五
・
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
・
二
〇
一
五
年
五
月
）。

『
発
心
集
』
の
泣
不
動
説
話
に
つ
い
て
は
木
下
華
子
氏
が
先
行
研
究
や
伝
本
間
の

異
同
を
中
心
に
し
た
位
相
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
木
下
華
子
氏
「『
発
心
集
』
の

泣
不
動
説
話
」（『
清
心
国
文
』
一
六
号
・
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
日
本
語

日
本
文
学
会
・
二
〇
一
四
年
九
月
））。
な
お
、『
発
心
集
』
八
巻
本
に
は
巻
六
の

巻
頭
話
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
泣
不
動
説
話
が
、
神
宮
文
庫
本
に
も
巻
三
│
一

話
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
内
容
、
文
字
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
同

一
で
あ
る
。

梁
瀬
一
雄
氏
「『
泣
不
動
』
の
説
話
」（
梁
瀬
一
雄
『
説
話
文
学
研
究
』
所
収
・
一

九
八
四
年
）
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南
里
み
ち
子
氏
「
泣
不
動
の
説
話
の
成
立
と
展
開
」（『
今
井
源
衛
教
授
退
官
記
念

文
学
論
叢
』・
九
州
大
学
文
学
部
・
一
九
八
二
年
）。
こ
の
論
文
に
お
い
て
、「
泣

不
動
の
説
話
に
つ
い
て
、
そ
の
展
開
の
あ
と
を
た
ど
っ
て
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、

説
話
の
興
味
の
中
心
を
な
し
て
い
た
の
は
、
不
動
の
発
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
証
空
の
心
情
、
証
空
の
母
親
と
の
会
話
の
部
分

を
中
心
に
、
伝
承
者
に
よ
る
潤
色
の
あ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
泣
不
動
の
説
話
は
、

陰
陽
師
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
身
代
り
の
説
話
を
相
承
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
寺
門
系
僧
侶
の
陰
陽
道
的
活
動
の
も
と
に
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
よ
り
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
泣
不
動
の
絵
像
と
そ
の
霊
験
説
話

を
管
理
し
つ
つ
、
呪
術
的
な
宗
教
活
動
に
携
わ
る
集
団
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
三
井
寺
内
部
の
陰
陽
師
さ
な
が
ら
の
呪
術
活
動
を
し
て

い
た
僧
集
団
の
存
在
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

中
前
正
志
氏
「
不
動
の
涙
│
│
泣
不
動
説
話
微
考
」（『
国
語
国
文
』
七
四
〇
号
・

京
都
大
学
文
学
部
・
一
九
九
五
年
一
一
月
）
お
よ
び
「
不
動
の
涙
│
│
崩
れ
た
霊

験
の
証
し
」（『
神
仏
霊
験
譚
の
息
吹
き
│
│
身
代
わ
り
説
話
を
中
心
に
│
│
』・

臨
川
書
店
・
二
〇
一
一
年
）。
現
在
の
泣
不
動
説
話
の
成
立
お
よ
び
展
開
論
は
南

里
氏
、
中
前
氏
両
論
に
お
い
て
見
通
し
が
明
る
く
な
っ
た
。

後
白
河
天
皇
は
大
治
二
（
一
一
二
七
）
年
に
生
ま
れ
、
建
久
三
（
一
一
九
二
）
年

に
没
す
る
。
一
方
覚
助
は
『
日
本
人
名
辞
典
』
に
よ
れ
ば
長
和
二
（
一
〇
一
三
）

年
に
生
ま
れ
、
近
江
園
城
寺
で
行
円
・
心
誉
に
密
教
を
学
び
、
同
寺
花
王
院
主
と

な
り
、
康
平
六
（
一
〇
六
三
）
年
一
一
月
一
一
日
死
去
し
た
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て

両
者
の
時
代
に
は
約
百
年
の
差
が
あ
る
。

空
也
上
人
の
臂
の
折
れ
た
話
に
つ
い
て
は
、
簗
瀬
氏
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
詳
し

く
論
ぜ
ら
れ
る
。『
撰
集
抄
』
で
は
余
慶
が
、
西
国
巡
礼
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
行

尊
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
僧
自
身
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
点
か
ら
、
お
の
お
の
の

僧
の
年
齢
を
推
定
さ
れ
て
い
る
。
存
命
す
る
証
空
の
母
な
ど
を
考
慮
し
、
泣
不
動

関
連
の
事
件
が
「
智
興
の
老
年
期
に
於
け
る
事
件
と
す
る
方
が
、
や
ゝ
有
力
に
見

え
る
」
と
い
う
推
論
を
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
各
説
話
の
矛
盾
点
を
指
摘
さ
れ
る
。

ま
た
、
南
里
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、『
発
心
集
』
に
記
さ
れ
る
白
河
院
に
伝

え
ら
れ
た
と
い
う
話
か
ら
、「
お
そ
ら
く
不
動
の
持
者
証
空
の
霊
験
が
宣
伝
さ
れ

る
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
を
智
証
大
師
の
主
流
を
伝
え
る
余
慶
と
結
び
つ
け
よ
う

と
す
る
意
識
が
は
た
ら
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。

前
掲
梁
瀬
氏
論
文
「『
泣
不
動
』
の
説
話
」

前
掲
南
里
氏
論
文
「
泣
不
動
の
説
話
の
成
立
と
展
開
」

坂
出
祥
伸
氏
は
「
日
本
文
化
の
中
の
道
教
│
│
泰
山
府
君
信
仰
を
中
心
に
│
│
」

（『
中
村
璋
八
博
士
古
稀
記
念　

東
洋
学
論
集
』
所
収
・
汲
古
書
院
・
一
九
九
六

年
）
の
中
で
中
国
泰
山
の
信
仰
に
つ
い
て
精
緻
な
論
を
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
中
国
に
お
い
て
こ
の
泰
山
に
対
す
る
信
仰
と
結
び
つ
い
て
表
記
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
道
教
で
は
東
獄
大
帝
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。『
捜
神
記
』
や
『
荘
子
』

な
ど
に
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
泰
山
は
死
者
の
霊
魂
が
集
ま
る
霊
地
と
い
う
印
象

が
強
い
の
だ
と
い
う
。
中
国
に
は
こ
う
し
た
霊
山
と
し
て
の
存
在
を
表
す
説
話
は

多
く
残
っ
て
お
り
、
例
え
ば
陝
西
省
華
山
に
残
る
説
話
に
も
華
山
が
魂
の
集
ま
る

霊
地
と
し
て
の
姿
を
記
載
し
て
い
る
。

武
田
比
呂
男
氏
「〈
安
倍
晴
明
〉
説
話
の
生
成
」（『「
安
倍
晴
明
」
の
文
化
学　

陰

陽
道
を
め
ぐ
る
冒
険
』・
新
紀
元
社
・
二
〇
〇
二
年
）

泰
山
府
君
や
陰
陽
道
の
関
連
の
詳
細
に
つ
い
て
は
斎
藤
英
喜
氏
「
冥
府
と
現
世
を

支
配
す
る
神
」（『
陰
陽
道
の
神
々
』
所
収
・
思
文
閣
出
版
・
二
〇
〇
七
年
）
に
詳

し
い
。

本
文
は
『
寛
永
版
印
影
吾
妻
鏡
』（
汲
古
書
院
・
一
九
七
六
）
に
よ
る
。『
吾
妻

鏡
』
に
お
け
る
泰
山
府
君
祭
の
例
と
し
て
は
、
鈴
木
許
恵
氏
「
絵
馬
の
信
仰
研
究

〜
泰
山
府
君
祭
を
め
ぐ
っ
て
〜
」（『
千
里
山
文
学
論
集
』
第
六
三
号
・
関
西
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
・
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
に
お
け
る
表
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。

簗
瀬
一
雄
『
碧
冲
洞
叢
書
』
第
七
冊
よ
り
『
雑
談
鈔
』
解
題
（
臨
川
書
店
・
一
九

九
五
年
）

『
宝
物
集
』
の
諸
本
間
に
つ
い
て
の
テ
キ
ス
ト
間
の
詳
細
な
泣
不
動
縁
起
の
異
同

や
対
比
に
つ
い
て
は
、
前
掲
中
前
氏
「
不
動
の
涙
│
│
泣
不
動
説
話
微
考
」
に
論

ぜ
ら
れ
る
。

三
井
寺
の
修
験
に
つ
い
て
は
、
十
一
世
紀
初
頭
増
誉
が
熊
野
三
山
検
校
に
任
ぜ
ら

れ
た
こ
と
で
、
本
格
的
な
寺
門
の
熊
野
修
験
支
配
が
始
ま
っ
て
く
る
。
大
験
者
と
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佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

二
五



し
て
一
乗
寺
僧
で
あ
っ
た
増
誉
と
、
三
室
戸
寺
の
隆
明
は
当
代
を
絶
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
思
え
ば
、
三
室
戸
寺
も
西
国
三
十
三
所
寺
院
で
あ

り
、
観
音
信
仰
な
ど
が
根
付
い
て
い
た
大
寺
院
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
寺
門
修
験

の
活
躍
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
修
験
道
の
広
ま
り
と
と
も
に
、
観

音
の
名
声
も
知
れ
渡
り
、
徐
々
に
観
音
霊
場
と
し
て
の
姿
が
顕
れ
て
い
く
。

『
撰
集
抄
』
巻
九
安
養
尼
事
。
本
文
に
つ
い
て
は
小
島
孝
之
氏
・
浅
見
和
彦
氏

『
撰
集
抄
』（
桜
楓
社
・
一
九
八
五
年
）
に
よ
る
。

こ
れ
ら
不
動
と
地
蔵
に
ま
つ
わ
る
三
井
寺
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
田
中
久
夫
氏

「
不
動
尊
信
仰
の
伝
播
者
の
問
題
」（
田
中
久
夫
氏
『
民
衆
宗
教
史
叢
書　

不
動
信

仰
』・
雄
山
閣
出
版
・
一
九
九
三
年
）
に
も
指
摘
が
あ
る
。

近
世
期
元
禄
四
年
、
北
条
団
水
の
手
に
よ
る
『
団
袋
』
中
「
両
吟
」
に
は
、
半
歌

仙
中
の
七
、
八
句
目
に
、「
す
ゝ
ど
き
は
不
動
地
蔵
の
う
つ
く
し
き
（
団
水
）」

「
蘇
生
し
て
何
は
な
す
ら
ん
（
西
鵬
）」
と
い
う
句
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る

そ
れ
ぞ
れ
の
評
と
し
て
『
類
船
集
』
に
お
い
て
「
地
蔵
│
六
道
」、
さ
ら
に
発
想

と
し
て
「
六
道
│
蘇
生
」
の
関
係
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
水
谷
隆
之
氏

「『
団
袋
』
の
西
鶴
│
│
団
水
と
の
両
吟
半
歌
仙
に
つ
い
て
│
│
」（『
国
語
と
国
文

学
』
第
八
十
六
巻
七
号
・
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
・
二
〇
〇
九
年
七
月
）
に
詳

し
い
。
水
谷
氏
は
「「
蘇
生
」
し
た
人
が
「
は
な
す
」
内
容
を
き
っ
か
け
に
動
き

出
す
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
模
様
は
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
に
お
い
て
多
々
描
か
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
近
世
期
に
お
い
て
も
一
度
死
亡
し
た
人

間
が
再
び
何
ら
か
の
仏
の
功
徳
に
よ
り
蘇
る
諸
相
は
数
多
い
と
さ
れ
る
。
本
論
で

も
や
や
触
れ
た
が
、
忿
怒
の
形
相
で
悪
魔
や
煩
悩
を
降
伏
さ
せ
る
役
割
を
基
本
と

す
る
「
不
動
」
と
救
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
「
地
蔵
」
と
い
う
二
つ
の

仏
に
は
念
じ
る
者
に
お
い
て
も
意
識
が
変
わ
っ
て
く
る
。『
撰
集
抄
』
に
お
け
る

手
を
つ
な
ぐ
不
動
と
、
泣
不
動
説
話
に
お
け
る
不
動
は
、
団
水
の
詠
む
「
す
ゝ
ど

き
」
不
動
と
は
ま
た
一
線
を
画
す
非
常
に
奇
怪
な
も
の
で
あ
る
。

未
確
認
で
あ
る
が
、
中
世
期
に
は
忿
怒
相
以
外
の
不
動
明
王
像
な
ど
が
存
在
す
る

と
い
う
。
団
水
の
言
う
「
う
つ
く
し
き
不
動
」
な
る
も
の
の
存
在
と
と
も
に
興
味

深
い
。

高
橋
貢
氏
「『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
成
立
の
一
背
景
」（『
民
衆
宗
教
史
叢
書　

地

蔵
信
仰
』
所
収
・
雄
山
閣
出
版
・
一
九
八
三
年
）

前
掲　

坂
出
祥
伸
氏
「
日
本
文
化
の
中
の
道
教
│
│
泰
山
府
君
信
仰
を
中
心
に

│
│
」、
ま
た
『
日
本
と
道
教
文
化
』（
角
川
書
店
・
二
〇
一
四
年
）
も
参
照
し

た
。

『
対
校
真
言
伝
』（
勉
誠
社
・
一
九
八
八
年
）

〔
参
考
文
献
〕

　

 

本
文
に
際
し
て
は
特
に
記
載
の
な
い
限
り
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
』
を
使
用
し
た
。

（
た
か
く
ら　

み
ず
ほ　

文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
／
満
期
退
学
）

（
指
導
教
員
：
黒
田　

彰　

教
授
）

二
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二
〇
年
九
月
二
十
九
日
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理
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