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始
め
に
 
 

周
知
の
通
り
、
地
蔵
は
日
本
人
に
と
っ
て
、
最
も
親
し
み
深
い
啓
薩
で
 
 

あ
る
。
例
え
ば
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
 
 

る
い
 
 

地
蔵
は
日
本
の
諸
仏
仙
の
中
で
も
ま
さ
に
も
っ
と
も
日
本
的
な
も
の
 
 

だ
と
い
っ
て
い
い
。
（
「
地
蔵
」
 
『
神
々
の
国
の
首
都
』
講
談
社
学
術
 
 

文
庫
・
牧
野
陽
子
訳
・
七
三
～
七
四
頁
）
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
地
蔵
は
仏
教
の
菩
薩
で
あ
り
、
そ
の
起
源
は
イ
ン
ド
 
 

に
求
め
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
地
蔵
は
中
国
を
経
由
し
て
日
本
に
 
 

人
っ
て
き
た
。
地
蔵
関
係
経
典
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
は
、
奈
良
時
代
 
 

で
あ
る
が
、
そ
の
信
仰
が
普
及
し
出
す
の
は
、
平
安
後
期
で
あ
る
じ
 
 
 

地
蔵
信
仰
は
、
中
世
を
通
じ
て
、
鎌
倉
新
仏
教
各
宗
派
の
教
練
に
付
随
 
 

し
て
各
地
に
広
が
る
。
但
し
、
村
々
で
 
（
寺
と
は
別
に
）
地
蔵
條
を
建
立
 
 

す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
江
戸
時
代
で
あ
る
。
 
 

日
本
中
世
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
受
容
 
 

以
上
が
先
行
研
究
で
雷
わ
れ
て
い
る
、
日
本
地
蔵
信
仰
史
の
概
観
で
あ
 
 

る
。
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
な
ぜ
日
本
人
は
地
蔵
信
仰
を
こ
れ
ほ
 
 

ど
ま
で
に
受
容
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
先
 
 

行
研
究
で
見
逃
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
が
、
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
き
た
 
 

訳
で
は
な
い
。
特
に
問
題
な
の
は
、
平
安
後
期
の
地
蔵
信
仰
受
容
に
関
し
 
 

て
は
、
末
法
思
想
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
中
世
の
地
蔵
信
仰
受
容
の
原
 
 

因
に
関
し
て
は
、
「
地
蔵
信
仰
の
民
衆
的
展
開
」
甘
の
時
期
と
さ
れ
て
い
る
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
苫
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
 
 
 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
中
世
の
日
本
に
お
 
 

け
る
地
蔵
信
仰
受
容
の
原
因
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。
 
 

第
一
華
 
中
世
概
観
 
 

ま
ず
、
中
世
と
い
う
時
代
を
概
観
し
た
い
。
中
世
は
、
国
衡
が
衰
退
し
、
 
 

（
不
輸
不
入
の
権
を
持
つ
）
荘
園
が
拡
大
し
、
い
わ
ば
国
家
が
成
り
立
た
 
 

な
く
な
っ
た
時
代
で
あ
る
思
そ
の
証
拠
と
し
て
、
国
分
寺
の
消
滅
が
挙
 
 

げ
ら
れ
る
。
追
塩
千
尋
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
国
分
寺
は
、
早
い
も
 
1
9
 
 
 

清
 
水
 
邦
 
彦
 
 



の
で
岬
 
叫
八
〇
年
代
、
遅
く
と
も
二
九
九
〇
年
代
に
〓
早
魔
絶
し
、
安
 
 

土
・
桃
山
時
代
も
し
く
は
江
戸
時
代
に
再
興
さ
れ
る
と
い
う
歴
史
を
持
っ
 
 

て
い
る
仙
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
「
多
く
」
で
あ
り
、
史
料
不
足
で
分
析
で
 
 

き
な
い
も
の
も
含
め
、
様
々
な
例
外
が
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
番
目
し
た
い
 
 

の
は
、
一
旦
廃
絶
し
、
そ
れ
以
後
、
国
衡
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
な
い
と
い
 
 

う
点
で
あ
る
。
即
ち
国
街
が
守
護
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
有
名
無
実
化
し
 
 

て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

無
論
、
荘
園
も
、
半
済
等
を
背
景
に
、
在
地
の
武
士
に
よ
っ
て
、
実
態
 
 

を
失
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
闘
争
の
歴
史
と
い
っ
て
良
い
。
そ
の
中
か
ら
、
 
 

戦
場
の
ル
ー
ル
ル
と
い
っ
た
も
の
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
中
世
末
期
に
は
、
 
 

奴
隷
狩
り
㈱
・
喧
嘩
両
成
敗
法
佃
と
い
っ
た
、
現
代
の
法
体
系
で
は
考
え
ら
 
 

れ
な
い
風
習
が
産
ま
れ
て
く
る
。
 
 
 

な
お
、
中
世
の
特
徴
を
以
上
の
よ
う
に
規
定
し
た
場
合
、
平
安
後
期
が
 
 

中
世
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
法
然
の
開
栄
 
 

二
一
七
五
年
）
 
や
守
護
・
地
頭
の
設
置
（
二
八
五
年
）
 
は
、
大
き
な
 
 

時
代
区
分
で
あ
り
、
本
稿
で
は
論
の
都
合
上
、
平
安
後
期
を
中
世
に
含
め
 
 

な
い
こ
と
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
、
本
稿
で
引
用
す
る
 
 

中
世
説
話
の
う
ち
、
芸
7
背
』
と
の
類
語
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

そ
の
場
合
、
本
稿
で
は
、
中
世
に
成
立
し
た
説
話
を
1
そ
の
源
流
は
古
 
 

代
に
遡
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
1
甲
世
史
料
と
見
な
す
こ
と
と
す
る
n
 
 

買
て
昔
』
と
の
比
較
か
ら
見
え
る
で
あ
ろ
う
中
世
説
話
の
史
料
件
の
間
組
 
 

は
今
後
の
課
題
と
す
る
 

第
二
章
 
生
身
の
仏
・
菩
薩
 
 

そ
う
し
た
殺
伐
と
し
た
世
の
中
に
お
い
て
、
（
古
代
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
 
 

た
れ
た
㈱
）
人
々
は
、
現
当
二
世
の
救
済
を
神
仏
に
祈
る
よ
う
に
な
っ
た
 
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
遠
い
世
界
に
い
る
神
仏
で
は
な
く
、
現
世
に
 
 

現
れ
る
神
仏
の
方
が
よ
り
現
葵
身
を
増
す
。
人
々
は
（
神
仏
が
垂
適
す
る
）
 
寺
社
へ
参
詣
す
る
よ
う
に
な
る
㈱
。
寺
社
も
国
家
の
庇
超
が
期
待
で
き
な
 
 

い
以
上
、
そ
う
し
た
人
々
の
要
求
に
応
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
り
そ
こ
 
 

で
具
体
的
な
仏
像
に
よ
る
具
体
的
な
利
益
が
特
定
の
人
に
施
さ
れ
る
話
が
 
 

生
ま
れ
て
く
る
。
佐
藤
弘
夫
の
亭
っ
、
（
日
本
の
仏
）
の
誕
生
で
あ
る
㈹
。
 
 

以
下
、
試
み
に
「
身
代
わ
り
」
帥
の
利
益
を
考
察
す
る
。
 
 
 

『
観
音
利
益
集
』
 
に
は
以
下
の
よ
う
な
紡
が
あ
る
。
 
 

（
一
六
）
 
丹
波
国
穴
生
観
昏
∵
・
・
仏
師
京
こ
帰
り
登
ル
時
、
人
夫
 
 

伝
馬
二
重
マ
テ
沙
汰
シ
当
へ
テ
、
施
主
思
様
、
此
禄
物
莫
大
ナ
 
 

リ
、
・
・
・
仏
師
驚
ル
所
ヲ
只
一
夫
こ
射
コ
ロ
シ
ツ
、
サ
テ
日
此
当
 
 

ル
ホ
ト
ノ
禄
物
ヲ
ウ
ハ
ヒ
取
リ
テ
、
返
リ
テ
此
ノ
観
音
ヲ
奉
拝
、
御
 
 
 

首
ホ
ト
ヨ
リ
血
流
出
テ
テ
、
・
・
・
此
串
ヲ
ツ
ク
ッ
ク
ト
案
ス
ル
ニ
、
 
 

仏
師
力
身
二
親
音
カ
ハ
リ
テ
舵
ヲ
カ
プ
リ
給
ケ
リ
ト
思
ヒ
、
・
・
・
 
 

又
歴
ヲ
聞
キ
マ
ノ
ア
タ
リ
奉
拝
輩
発
心
シ
ケ
リ
、
今
二
道
俗
塵
賊
市
 
 

ヲ
ナ
シ
テ
詣
り
騒
ル
弱
、
数
不
知
験
新
タ
ナ
ル
弱
カ
キ
リ
ナ
シ
、
（
第
 
 

十
六
請
・
古
典
文
輝
明
中
世
神
仏
脱
麗
㌫
 
▲
七
二
～
一
七
三
頁
）
 
 

こ
の
話
は
、
丹
波
周
の
穴
生
観
普
と
い
う
員
体
的
観
音
像
の
、
身
代
わ
り
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と
い
う
具
体
的
利
益
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
中
 
 

世
に
於
い
て
身
代
わ
り
と
い
う
職
能
が
、
観
音
に
限
定
さ
れ
て
い
た
駅
で
 
 

は
な
い
。
例
え
ば
、
『
発
心
集
』
第
六
に
は
、
不
動
が
 

身
代
わ
り
に
な
っ
 
 

た
話
が
あ
る
。
 
 

∴
 
証
空
、
師
の
命
に
替
る
車
 
 

中
比
、
三
井
寺
に
簡
興
内
供
と
云
ひ
て
、
た
ふ
と
き
人
あ
り
け
り
。
 
 
 

年
商
く
な
り
て
、
い
か
な
る
宿
業
に
て
か
、
世
の
中
こ
こ
ち
を
し
て
、
 
 

限
り
に
な
り
け
れ
ば
、
弟
子
ど
も
集
ま
り
て
、
泣
き
悲
し
む
時
、
哨
 
 

明
と
云
ひ
て
、
神
細
な
る
陰
陽
師
あ
り
け
り
。
こ
れ
を
見
て
云
ふ
よ
 
 
 

う
、
「
此
の
度
は
、
限
り
あ
る
定
業
な
り
。
い
か
に
も
叶
ふ
べ
か
ら
 
 

ず
。
そ
れ
に
と
り
て
、
志
深
か
ら
ん
弟
子
な
ん
ど
の
替
ら
ん
と
思
へ
 
 

る
あ
ら
ば
、
祭
り
奉
り
て
ん
。
其
の
外
に
は
、
い
か
に
も
い
か
に
も
 
 

力
及
ば
ず
」
と
な
ん
云
ひ
け
る
。
・
・
・
其
の
時
、
証
空
阿
閣
梨
と
 
 

云
ふ
人
、
年
若
く
し
て
弟
子
の
中
に
あ
り
け
り
。
・
・
・
進
み
て
内
 
 
 

供
に
申
す
や
う
、
「
我
替
り
奉
ら
ん
と
な
り
。
‥
 
⊥
と
云
ひ
て
、
 
 

座
を
立
ち
ぬ
。
・
・
・
夜
や
う
や
う
ふ
け
行
く
ほ
ど
に
、
此
の
証
空
、
 
 
 
頭
痛
み
、
こ
こ
ち
あ
し
 

く
、
・
・
・
 年
此
持
ち
奉
り
け
る
絵
像
の
不
 
 

動
尊
に
向
ひ
奉
り
て
申
す
や
う
、
「
・
・
⊥
と
泣
く
泣
く
申
す
。
 
 

そ
の
時
、
絵
像
の
仏
眼
よ
り
血
の
涙
を
流
し
、
「
汝
は
師
に
か
は
る
か
 
 

我
は
汝
に
か
は
ら
ん
」
と
の
た
ま
ふ
御
声
、
骨
に
と
ほ
り
、
肝
に
し
 
 

む
。
・
・
・
す
な
わ
ち
こ
こ
ろ
さ
は
や
か
に
な
り
に
け
り
。
内
供
も
 
 

其
の
日
よ
り
こ
こ
ち
お
こ
た
り
に
け
れ
ば
、
此
の
串
を
聞
き
て
、
お
 
 

ろ
か
に
思
は
ん
や
は
。
・
・
，
常
住
院
の
泣
不
動
と
申
す
は
こ
れ
な
 
 

り
。
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
版
二
四
七
～
二
五
二
見
）
 
 

こ
の
請
は
中
世
で
は
有
名
な
話
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
冒
一
国
伝
記
』
巻
九
 
 

第
六
詣
・
『
元
響
釈
沓
』
巻
十
二
な
ど
に
ほ
ぼ
同
話
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
 
 

『
不
動
利
益
縁
起
』
 
（
『
泣
不
動
縁
起
怒
 
と
い
う
名
前
で
絵
画
化
さ
れ
て
 
 

い
る
。
『
不
動
利
益
縁
起
』
 
で
は
、
不
動
が
贋
府
に
堕
ち
、
縛
ら
れ
、
闇
 
 

魔
の
裁
き
を
受
け
る
描
写
が
あ
る
。
（
『
綿
々
日
本
絵
巻
大
成
・
4
』
中
央
 
 

が
あ
る
。
 
 

公
論
杜
鵬
∩
エ
ハ
～
一
〇
九
貫
）
 
 
 

阿
弥
陀
が
身
代
わ
り
に
な
る
膳
も
あ
る
。
『
沙
石
集
』
 
に
は
以
下
の
話
 
 

鎌
倉
に
、
町
の
属
と
や
ら
ん
聞
こ
え
し
徳
人
あ
り
き
。
近
く
使
ふ
女
 
 

鹿
、
し
か
る
べ
き
宿
潜
や
あ
り
け
ん
、
念
仏
を
信
じ
て
、
人
目
に
は
 
 

忍
び
て
ひ
そ
か
に
数
適
し
け
り
。
こ
の
主
は
、
き
び
し
く
は
し
た
な
 
 

く
物
を
忌
み
、
祝
事
け
し
か
ら
ぬ
程
な
り
け
り
。
正
月
一
日
荷
用
し
 
 

け
る
が
、
申
し
付
け
た
る
弱
に
て
、
心
な
ら
ず
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
 
 

と
申
し
た
り
け
る
を
、
こ
の
主
な
の
め
な
ら
ず
怒
り
、
腹
立
ち
て
、
 
 

「
い
ま
い
ま
し
く
、
人
の
死
に
た
る
よ
う
に
、
今
日
し
も
念
仏
申
す
 
 

街
、
返
す
返
す
不
思
議
な
り
」
と
て
、
や
が
て
捕
へ
て
、
銭
を
赤
く
 
 

焼
き
て
、
片
嬢
に
当
て
て
け
り
。
・
・
・
さ
て
、
主
年
始
の
勤
め
せ
 
 

ん
と
て
持
仏
覚
に
詣
で
て
、
本
闊
の
阿
弥
陀
の
金
色
の
立
像
に
て
お
 
 

は
す
る
を
拝
め
ば
、
御
頬
に
絨
の
形
、
黒
く
付
き
た
り
。
悼
み
て
よ
 
 

く
よ
く
見
る
に
、
金
焼
に
し
つ
る
鋳
の
形
、
こ
の
女
意
が
頬
の
程
に
 
 

当
り
て
見
え
け
り
。
（
巻
二
第
三
括
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
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七
七
～
七
八
頁
）
 
 

こ
の
詣
で
は
、
阿
弥
陀
仏
が
い
る
の
は
、
持
仏
璧
で
あ
る
が
、
同
一
の
モ
 
 

チ
ー
フ
を
絵
画
化
し
た
『
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
』
 
で
は
岩
蔵
寺
（
廃
寺
）
 
と
 
 

さ
れ
る
。
（
『
綿
々
日
本
絵
巻
大
成
・
4
山
前
同
五
四
頁
）
 
 
 

確
認
す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
話
は
い
ず
れ
も
仏
像
が
身
代
り
、
悔
 
 

い
き
み
 
 

つ
く
話
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
射
し
、
地
蔵
は
生
身
で
こ
の
世
に
現
れ
る
の
 
 

が
特
徴
で
あ
る
。
 
 

近
江
国
愛
知
郡
安
孫
子
庄
に
古
寺
あ
り
。
地
蔵
を
安
置
せ
り
。
検
非
 
 マ

マ
 
 
 

達
使
平
諸
道
か
氏
寺
也
。
・
・
・
あ
る
時
隣
郷
推
立
の
保
よ
り
、
個
 
 
 

数
百
人
よ
せ
て
討
ん
と
し
け
り
。
‥
・
矢
を
も
て
射
合
け
る
程
に
諸
 
 

道
か
方
に
矢
を
射
つ
く
し
て
、
せ
ん
か
た
な
か
り
け
れ
は
、
氏
寺
の
 
 
 

地
蔵
菩
薩
を
念
し
た
て
ま
つ
り
け
る
程
に
、
俄
に
小
法
師
、
矢
庭
に
 
 

ま
し
り
て
、
矢
を
ひ
ろ
ひ
て
諸
道
か
父
に
と
ら
せ
け
り
。
そ
の
矢
む
 
 

な
し
か
ら
す
し
て
、
お
も
ひ
の
こ
と
く
に
敵
を
討
お
は
り
ぬ
。
よ
ろ
 
 

こ
ひ
に
氏
寺
へ
ま
い
り
た
り
け
る
に
、
あ
つ
か
り
の
憎
、
上
蓮
と
い
 
 
 

ふ
も
の
の
か
た
り
け
る
は
、
昨
日
の
た
た
か
ひ
に
出
さ
せ
給
し
か
 
 

は
、
御
祈
の
た
め
に
此
御
璧
に
ま
い
り
て
花
香
を
ま
い
ら
せ
て
、
あ
 
 

か
ら
さ
ま
に
出
侍
し
間
に
、
地
蔵
菩
薩
の
う
せ
給
し
か
は
、
盗
人
の
 
 

し
わ
さ
に
か
と
、
近
辺
を
た
つ
ね
侍
し
に
、
夕
か
た
に
な
り
て
、
も
 
 

と
の
こ
と
く
、
地
蔵
を
す
ゑ
た
て
ま
つ
る
也
。
い
か
な
る
事
に
か
あ
 
 

り
け
む
。
御
か
ほ
に
黒
羽
矢
を
い
た
て
た
て
ま
つ
る
也
と
申
せ
は
、
 
 

い
な
盗
人
の
し
わ
さ
に
も
あ
ら
す
。
昨
日
た
た
か
ひ
の
庭
に
、
矢
を
 
 
 

ひ
ろ
ふ
僧
あ
り
き
。
敵
の
黒
羽
の
矢
を
か
ほ
に
あ
た
り
ぬ
と
み
し
程
 
 
 

に
、
か
き
け
つ
や
う
に
し
て
う
せ
に
し
。
此
菩
薩
の
化
身
に
こ
そ
、
 
 

と
な
く
な
く
か
た
り
し
か
は
、
こ
れ
を
き
く
人
、
随
書
の
な
み
た
を
 
 

な
か
し
け
り
。
 
 
 

共
棲
岩
蔵
山
に
御
堂
を
た
て
、
此
地
蔵
を
安
置
し
た
て
ま
つ
る
。
い
 
 
 

ま
の
金
塵
寺
こ
れ
也
。
隣
郷
推
立
保
に
用
水
争
論
の
時
、
合
戦
に
討
 
 
 

勝
、
い
ま
に
無
相
違
事
、
此
地
蔵
の
威
徳
に
よ
る
事
、
以
世
か
く
れ
 
 
 

な
し
。
矢
を
ひ
ろ
ひ
て
、
御
方
に
く
は
り
た
ま
ひ
し
に
よ
つ
て
、
箭
 
 
 

と
り
の
地
蔵
共
申
也
。
（
『
江
州
安
孫
子
庄
内
金
歯
寺
矢
取
地
蔵
縁
起
』
 
 
 

古
典
文
庫
『
地
蔵
霊
験
記
絵
詞
集
』
 
鵬
一
七
～
一
一
九
頁
）
 
 
 

こ
の
話
で
は
地
蔵
は
小
僧
と
な
っ
て
現
れ
、
戦
場
で
働
い
て
く
れ
る
の
で
 
 

あ
る
。
地
蔵
が
現
世
に
生
身
で
現
れ
、
身
代
わ
り
を
し
て
く
れ
る
話
を
も
 
 

う
一
つ
引
用
す
る
。
 
 

地
蔵
命
を
替
ふ
る
事
 
 
 

さ
て
も
、
こ
の
日
壬
生
の
在
家
に
か
く
れ
居
た
る
謀
叛
人
ど
も
、
過
 
 
 

る
る
所
な
く
皆
打
た
れ
け
る
中
に
、
武
蔵
国
の
住
人
に
香
匂
新
左
衛
 
 
 

門
高
速
と
云
ひ
け
る
者
た
だ
一
人
、
地
蔵
菩
薩
の
命
に
か
は
ら
せ
玉
 
 

ひ
け
る
に
よ
つ
て
、
死
を
の
が
れ
け
る
に
こ
そ
不
思
議
な
れ
。
‥
・
 
 

こ
の
高
速
た
だ
一
人
敵
の
中
を
打
ち
破
っ
て
、
壬
生
の
地
蔵
堂
の
中
 
 

へ
ぞ
走
り
入
り
た
り
け
る
。
何
所
に
か
隠
れ
ま
し
と
彼
方
此
方
を
見
 
 

る
と
こ
ろ
に
、
寺
憎
か
と
饗
し
き
法
師
一
人
堂
の
申
よ
り
出
で
た
り
 
 

け
る
が
、
こ
の
高
遠
を
打
ち
見
て
、
「
左
様
の
御
姿
に
て
は
叶
ふ
ま
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じ
く
候
ふ
。
こ
の
念
珠
を
太
刀
を
取
り
代
へ
て
持
た
せ
玉
へ
」
 
と
云
 
 

ひ
け
る
間
、
げ
に
も
と
思
ひ
て
、
こ
の
法
師
の
云
ふ
ま
ま
に
ぞ
随
ひ
 
 

け
る
。
・
・
・
鋒
に
血
の
付
き
た
る
太
刀
を
袖
の
下
に
引
き
そ
ば
め
 
 

て
持
ち
た
る
法
師
、
堂
の
傍
ら
に
立
つ
を
見
付
け
て
、
「
す
は
、
こ
 
 

こ
に
こ
そ
落
人
は
あ
り
け
れ
」
と
て
、
抱
手
三
人
走
り
寄
っ
て
、
中
 
 

に
挙
げ
て
打
ち
倒
し
、
高
手
小
手
に
禁
め
て
、
侍
所
に
波
せ
ば
、
所
 
 

司
代
都
筑
入
道
こ
れ
を
請
け
取
つ
て
、
詰
籠
の
申
に
ぞ
入
れ
た
り
け
 
 

る
。
翌
日
一
日
有
つ
て
、
守
手
目
も
放
た
ず
、
籠
の
戸
も
開
け
ず
し
 
 

て
、
こ
の
召
人
す
で
に
失
せ
に
け
り
。
・
・
・
「
さ
て
は
如
何
様
密
事
 
 

に
非
ず
」
と
て
、
仏
壇
の
御
戸
を
聞
か
せ
て
、
本
尊
を
見
奉
る
に
、
 
 
 

恭
く
も
六
道
能
化
の
地
蔵
薩
塵
の
御
身
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
刑
鞭
の
た
 
 

め
に
つ
し
み
黒
み
、
高
手
小
手
に
崇
め
し
そ
の
縄
い
ま
だ
御
衣
の
上
 
 

に
付
き
た
り
け
る
こ
そ
不
思
議
な
れ
。
（
『
太
平
記
』
巻
二
四
・
新
編
 
 

日
本
古
興
文
学
全
集
版
③
二
〇
七
～
二
一
〇
頁
）
 
 

と
な
る
と
、
中
世
に
於
い
て
、
仏
・
菩
薩
が
身
代
わ
り
を
行
う
事
例
は
多
々
 
 

あ
る
が
、
地
蔵
の
み
生
身
で
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
仏
・
菩
薩
は
仏
 
 

像
の
姿
で
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
こ
で
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
「
生
身
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
盤
理
し
 
 

た
い
。
佐
藤
弘
夫
は
、
「
彫
條
・
絵
像
で
あ
れ
、
肉
体
を
も
っ
た
憎
で
あ
 
 

れ
、
彼
岸
の
仏
が
衆
生
救
済
の
た
め
に
こ
の
世
に
具
体
的
な
凌
を
現
し
た
 
 

も
の
が
、
「
生
身
の
仏
（
菩
薩
）
」
な
の
で
あ
」
㈹
る
と
述
べ
、
中
世
の
人
々
 
 

し
▲
う
L
ん
 
 

い
卓
ふ
 
 

は
生
身
と
仏
條
と
を
さ
ほ
ど
区
別
せ
ず
、
い
ず
れ
も
生
身
の
仏
と
し
て
い
 
 

た
、
と
す
る
。
ま
ず
は
辞
番
を
確
認
し
よ
う
。
 
 

L
よ
う
じ
ん
 
 
 

石
田
瑞
麿
甲
例
文
 
仏
教
語
大
辞
典
』
で
は
「
生
身
①
父
母
よ
り
受
け
 
 

た
身
体
。
な
ま
身
の
身
体
。
・
・
・
②
特
に
衆
生
済
度
の
た
め
に
化
現
し
 
 

た
仏
・
菩
薩
。
・
・
・
③
生
き
て
い
る
よ
う
な
、
姿
そ
の
ま
ま
の
仏
 
 

像
。
・
・
⊥
と
あ
る
。
ま
た
、
中
村
元
・
他
『
岩
波
 
仏
教
語
辞
興
』
 
 

し
ょ
う
し
ん
 
 

で
は
「
生
身
 
生
ま
れ
な
が
ら
の
身
体
。
父
母
か
ら
生
ま
れ
た
身
体
一
般
 
 

を
指
す
が
、
特
に
仏
・
菩
薩
の
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
化
現
す
る
化
身
 
 

と
し
て
の
身
体
や
、
釈
尊
の
生
ま
れ
た
ま
ま
の
身
体
を
意
味
し
、
仏
像
の
 
 

L
よ
う
じ
ん
 
 

対
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
い
ご
と
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
「
生
身
」
 
 

は
仏
像
と
は
別
概
念
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
一
方
、
時
に
仏
條
を
生
 
 

身
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
『
太
平
記
』
巻
十
五
「
祈
り
出
だ
し
 
 

給
ひ
し
生
身
の
弥
勒
を
智
証
に
細
り
奉
ら
る
」
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
 
 

②
ニ
ー
八
束
）
 
に
お
け
る
「
生
身
の
弥
勒
」
 
は
三
井
寺
の
本
尊
を
指
す
。
 
 

そ
の
一
方
で
や
は
り
生
身
と
仏
像
と
を
区
別
す
る
考
え
が
中
世
に
は
存
在
 
 

し
た
。
『
粉
河
寺
縁
起
』
 
に
は
 
「
凝
寺
・
霊
社
を
尋
ぬ
る
に
、
成
木
像
絵
 
 

像
な
り
、
或
は
垂
逓
盛
跡
地
。
偽
粉
河
寺
の
生
身
の
観
音
に
祈
奉
べ
き
よ
 
 

し
を
思
得
て
」
 
（
日
本
思
想
大
系
『
寺
社
縁
起
」
六
〇
頁
）
 
と
あ
る
。
ま
 
 

た
、
中
世
に
お
い
て
仏
像
が
生
身
の
仏
と
な
る
た
め
に
は
、
仏
舎
利
が
必
 
 

要
で
あ
っ
た
と
い
う
曾
日
蓮
に
於
い
て
仏
像
と
生
身
の
仏
と
を
区
別
す
 
 

る
記
述
が
あ
る
佃
。
し
た
が
っ
て
、
生
身
と
仏
像
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
 
 

も
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
見
て
、
身
代
わ
り
説
話
に
お
い
 
 

い
塵
ふ
 
 

て
、
地
蔵
の
み
生
身
で
現
れ
る
の
は
、
地
蔵
の
特
徴
と
言
え
る
。
 
 
 

無
論
、
中
世
に
お
い
て
生
身
で
現
れ
る
の
は
地
蔵
の
み
で
は
な
く
、
他
 
 

の
仏
・
菩
薩
で
も
見
ら
れ
る
。
代
表
例
と
し
て
は
観
晋
が
挙
げ
ら
れ
る
個
。
 
 

『
観
音
利
益
集
』
 
（
全
四
五
話
）
 
に
は
現
世
に
観
音
が
生
身
で
現
れ
る
話
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が
計
二
話
見
ら
れ
る
。
（
第
一
ニ
ー
二
話
）
 
第
一
話
は
、
生
身
の
観
音
が
 
 

病
気
を
治
し
て
く
れ
る
話
で
あ
る
。
 
 

一
人
持
チ
タ
ル
子
息
ノ
小
童
、
重
病
二
沈
ミ
テ
、
レ
ウ
治
モ
カ
カ
ワ
 
 

ラ
ス
、
術
ヲ
失
テ
歎
ケ
リ
、
戎
時
イ
ツ
ク
ヨ
リ
ト
モ
ナ
ク
テ
、
叫
人
 
 

ノ
童
子
来
テ
云
様
、
我
心
ミ
ニ
加
持
セ
ム
ト
思
也
卜
云
、
大
夫
悦
テ
 
 
 

挙
合
テ
拝
ケ
リ
、
即
刊
前
脚
矧
風
到
矧
丸
山
⇒
、
病
忽
ニ
ヤ
ミ
ヌ
、
 
 

サ
マ
サ
マ
ノ
物
ヲ
布
施
ニ
ア
タ
フ
ル
ニ
、
イ
ツ
レ
モ
請
取
ス
、
‥
・
 
 

我
ハ
紀
伊
国
那
賀
郡
粉
河
寺
 
 
 

小
刀
ハ
カ
リ
ヲ
取
リ
テ
ケ
リ
、
・
・
・
 
 
 

ニ
ア
ル
ナ
リ
ト
云
テ
帰
ニ
ケ
リ
、
・
・
・
金
色
ノ
千
手
観
音
ノ
像
立
 
 

他
給
ヘ
リ
、
能
々
ヲ
カ
ミ
タ
テ
マ
ツ
レ
ハ
、
ア
リ
シ
時
童
子
ノ
布
施
 
 
 

ニ
セ
シ
サ
ケ
サ
ヤ
ノ
小
刀
、
此
施
無
畏
ノ
御
手
こ
カ
カ
レ
リ
 
（
第
一
 
 

話
・
前
同
一
四
八
～
一
五
〇
頁
・
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
、
 
 

同
）
 
 

同
様
の
話
は
 
『
粉
河
寺
縁
起
』
 
の
冒
頭
に
も
あ
る
 
 

河
内
国
渋
河
郡
馬
馳
市
に
、
佐
大
夫
と
い
へ
る
あ
り
。
一
の
愛
し
子
 
 

あ
り
。
久
し
く
重
き
病
に
沈
み
、
医
家
も
方
を
失
ふ
。
神
明
験
な
き
 
 

の
間
、
童
男
の
行
者
来
り
て
父
の
宅
に
着
く
。
・
・
・
行
者
云
は
く
、
 
 

「
試
み
に
加
持
を
な
さ
ん
」
と
。
即
ち
刊
剖
醐
謝
劉
風
封
矧
列
。
病
の
 
 

子
唱
へ
て
云
は
く
、
「
吾
が
病
己
に
寝
え
た
り
。
ま
さ
に
飲
食
を
用
 
 
 

ら
ん
」
と
。
‥
 
二
補
－
行
者
は
）
鞘
付
の
滞
一
筋
を
受
け
納
 
 

む
。
・
・
・
金
色
の
千
手
観
音
條
安
置
し
あ
り
。
・
・
・
（
補
－
父
）
 
 

病
の
く
る
し
き
ま
ま
に
、
い
の
ら
せ
た
り
け
れ
ば
、
か
き
け
す
よ
う
 
 
 

l
 

に
や
み
に
け
り
。
粉
川
の
観
音
の
、
童
に
現
じ
て
川
の
引
給
へ
る
な
 
 

り
。
（
『
宝
物
集
b
巻
四
 
新
日
本
古
典
文
学
大
系
版
一
七
七
頁
）
 
 

こ
の
場
合
の
 
「
い
の
る
」
 
は
千
手
陀
羅
尼
を
唱
え
る
意
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

『
粉
河
奇
縁
起
』
第
二
二
話
は
、
観
音
の
化
身
で
あ
る
高
僧
が
薬
を
授
 
 

け
て
く
れ
て
、
痛
が
治
る
話
で
あ
る
。
（
前
岡
五
八
～
五
九
寛
）
 
 
 

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
九
第
三
話
は
、
観
音
が
下
女
と
な
っ
て
、
さ
り
 
 

げ
な
く
男
女
の
仲
を
取
り
持
つ
話
で
あ
る
 
（
新
締
日
本
古
興
文
学
全
集
版
 
 

二
七
九
～
二
八
八
東
）
。
『
長
谷
寺
惑
験
記
』
上
巻
第
十
二
話
は
、
長
谷
観
 
 

音
の
化
身
と
見
ら
れ
る
童
子
が
、
国
王
に
随
行
し
、
食
物
を
進
め
、
結
果
 
 

的
に
痛
が
治
る
話
で
あ
る
。
（
統
群
番
懸
従
第
二
七
輯
下
ニ
ー
一
～
二
一
三
 
 
 

漸
く
仏
像
を
見
る
に
、
我
が
先
に
施
す
所
の
帯
鞘
の
刀
、
鬼
無
畏
の
 
 

手
に
持
せ
り
。
則
ち
知
ん
ぬ
、
前
に
来
た
り
し
童
男
の
行
者
は
、
こ
 
 

れ
千
手
観
晋
の
垂
跡
な
り
と
。
（
前
同
四
〇
～
四
〓
貝
）
 
 

陀
羅
尼
を
咽
え
て
病
気
を
治
す
こ
と
も
同
じ
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
『
宝
 
 

物
集
』
第
四
話
に
於
け
る
 
「
い
の
る
」
 
の
内
容
が
分
か
る
。
 
 

粉
川
の
観
音
の
、
人
を
川
副
引
給
ふ
と
云
ふ
は
、
紀
伊
国
な
り
け
る
 
 

人
、
粉
川
の
観
音
に
心
ぎ
し
ふ
か
く
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
が
、
重
病
 
 

を
う
け
て
、
い
か
に
す
れ
ど
も
か
な
は
ぎ
り
け
る
に
、
お
と
な
し
や
 
 
 

か
な
る
童
の
、
浄
衣
き
た
る
が
い
で
き
た
り
て
、
「
叫
叫
引
対
」
と
 
 

い
ひ
け
れ
ば
、
「
憎
こ
そ
人
を
ば
い
の
れ
」
と
あ
や
し
か
り
け
れ
ど
も
、
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頁
）
 
下
巻
第
七
話
は
、
女
席
の
輿
を
観
音
の
化
身
で
あ
る
力
者
が
引
い
て
 
 

い
る
。
（
同
二
三
四
～
二
三
五
頁
）
 
 
 

『
沙
石
集
』
巻
二
箪
四
話
は
、
薬
師
・
観
音
の
化
身
で
あ
る
二
人
の
憎
 
 

が
死
に
そ
う
な
怪
我
人
に
手
当
て
し
、
励
ま
す
話
で
あ
る
。
但
し
、
巌
終
 
 

的
な
救
済
で
は
な
い
。
 
 

あ
ま
た
負
ひ
た
る
羊
の
中
に
、
か
ら
ぶ
え
を
突
き
通
し
て
上
に
焚
き
 
 
 

付
け
た
り
け
る
庇
、
む
ね
と
の
大
事
の
事
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
「
な
 
 

に
さ
ま
に
も
助
か
る
べ
か
ら
ず
。
首
を
取
り
て
行
け
」
 
と
云
ひ
け
れ
 
 

ど
も
、
・
・
・
黒
衣
着
た
る
僧
一
人
、
「
横
蔵
よ
り
来
た
れ
り
」
と
 
 

て
、
草
の
葉
を
揉
み
て
賜
び
け
れ
ば
、
こ
れ
を
服
し
て
腹
の
中
の
 
 

血
、
あ
る
程
度
下
し
て
、
身
も
軽
く
、
心
地
ち
と
助
か
り
て
ぞ
償
え
 
 

け
る
。
さ
て
こ
の
僧
は
見
え
ず
。
・
・
・
若
き
憎
二
人
、
「
竜
山
寺
よ
 
 

り
来
れ
り
。
死
ぬ
ま
じ
き
ぞ
。
自
害
な
せ
そ
」
と
仰
せ
ら
れ
け
り
∴
‥
 
 

「
年
来
の
知
音
に
て
候
ふ
。
大
夫
殿
に
参
り
て
申
し
預
か
る
ペ
し
。
 
 
 

良
く
待
た
せ
給
へ
」
と
て
、
馬
を
は
や
め
て
参
り
て
申
し
け
れ
ば
、
 
 

「
預
か
る
べ
し
」
と
云
ふ
御
文
を
給
は
り
て
、
や
が
て
馳
せ
遮
り
て
、
 
 

相
ひ
具
し
て
、
さ
ま
ぎ
ま
に
労
り
て
、
命
助
か
り
て
、
遥
か
に
年
た
 
 

く
る
ま
で
、
本
国
に
あ
り
け
り
。
（
＊
横
蔵
は
横
禽
寺
（
硯
・
岐
卑
 
 

県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
）
を
指
し
、
本
尊
は
薬
師
。
竜
山
寺
は
観
衆
寺
 
 

（
現
・
愛
知
県
名
古
屋
市
）
を
指
し
、
本
尊
は
観
音
㈹
・
新
編
日
本
 
 

古
典
文
学
全
集
版
七
九
～
八
二
束
）
 
 

以
上
見
て
き
た
通
り
、
現
世
で
生
身
の
観
音
が
現
世
利
益
を
授
け
る
こ
 
 

と
は
さ
ほ
ど
珍
し
い
話
で
は
な
い
。
し
か
し
、
生
身
の
観
音
は
、
概
し
て
 
 

「
手
助
け
」
を
す
る
に
留
ま
っ
て
い
た
と
貰
え
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
生
身
の
地
蔵
は
ど
う
か
～
戦
場
に
お
け
る
生
身
の
地
蔵
 
 

に
関
し
て
は
先
に
引
用
し
た
。
 
 
 

『
沙
石
集
』
巻
二
第
五
話
に
は
、
地
蔵
の
化
身
と
見
ら
れ
る
憎
が
看
病
 
 

し
て
く
る
話
や
地
蔵
の
化
身
と
見
ら
れ
る
大
柄
な
憎
が
、
仏
像
を
訳
な
く
 
 

迎
ん
で
し
ま
っ
た
話
が
含
ま
れ
て
い
る
8
 
 

柄
盛
り
て
日
数
経
て
、
看
病
の
人
も
打
ち
休
み
た
り
け
る
時
、
若
き
 
 

僧
の
、
み
め
形
う
つ
く
し
き
が
、
え
も
い
は
ず
看
病
す
る
あ
り
。
誰
 
 

と
も
知
ら
ず
。
両
三
日
が
程
、
毎
日
看
病
す
る
を
、
「
こ
れ
は
い
か
 
 

な
る
人
ぞ
や
」
と
間
へ
ど
も
、
余
の
目
に
は
見
え
ず
、
知
る
人
な
し
。
 
 

車
の
子
細
聞
き
て
、
弟
子
典
、
「
地
蔵
菩
薩
の
御
看
病
候
ひ
け
る
に
 
 

や
」
と
云
へ
ば
、
「
げ
に
さ
も
あ
る
ら
む
。
帰
り
給
ひ
つ
る
が
、
錫
 
 

杖
を
打
ち
か
つ
ぎ
て
爛
り
給
ひ
つ
る
ぞ
や
。
あ
ら
恭
や
」
と
て
感
涙
 
 

抑
え
離
し
。
（
前
岡
八
九
～
九
〇
貰
）
 
 

鎌
倉
の
浜
に
古
き
地
蔵
鷺
あ
り
。
丈
六
の
地
蔵
な
り
。
・
・
・
東
寺
 
 

の
大
勧
進
、
願
行
屠
の
上
人
、
こ
れ
を
買
ひ
て
、
二
階
堂
の
辺
に
移
 
 

し
造
ら
ん
と
て
、
仏
條
を
渡
し
奉
る
人
兼
不
足
に
し
て
、
思
ひ
煩
ふ
 
 

所
に
、
い
づ
く
よ
り
と
も
な
き
下
主
法
師
の
、
勢
大
き
な
る
が
来
り
 
 

て
、
「
十
人
が
ふ
る
ま
ひ
は
仕
る
べ
し
」
と
て
持
ち
奉
る
。
げ
に
も
 
 

十
人
許
り
足
ら
ぎ
る
に
、
こ
の
法
師
か
ひ
が
ひ
し
く
持
ち
て
、
安
々
 
 

と
渡
し
奉
り
ぬ
。
さ
て
食
せ
さ
ん
と
す
る
程
に
、
か
き
消
す
や
う
に
 
 

失
せ
ぬ
。
権
化
の
し
わ
ぎ
と
ぞ
、
人
々
申
し
あ
ひ
け
る
。
（
前
岡
九
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二
～
九
三
頁
）
 
 

『
星
光
寺
縁
起
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 

去
建
長
の
比
、
六
角
櫛
司
に
ま
つ
し
き
筆
う
り
の
尼
あ
り
。
毎
日
此
 
 

（
註
＝
星
光
寺
の
）
地
蔵
に
ま
い
り
て
、
戎
時
は
筆
を
た
て
ま
つ
り
、
 
 

あ
る
と
き
は
用
途
を
ま
い
ら
せ
て
、
此
尼
申
や
う
は
、
地
蔵
は
今
生
 
 

後
生
を
た
す
け
さ
せ
給
ふ
な
り
。
尼
は
夫
も
な
し
、
子
も
な
し
、
ひ
 
 

と
へ
に
地
蔵
を
憑
ま
い
ら
す
る
は
か
り
也
。
か
な
ら
す
御
あ
は
れ
み
 
 

有
へ
し
と
て
、
礼
拝
称
名
念
比
に
し
て
、
下
向
す
る
こ
と
お
こ
た
ら
 
 

す
。
あ
る
時
、
例
の
こ
と
く
筆
う
り
に
出
た
る
跡
に
、
太
か
せ
家
を
 
 

吹
く
や
ふ
り
て
、
立
よ
る
へ
き
や
う
も
な
し
。
・
・
・
若
き
法
師
と
 
 

も
、
四
五
人
来
て
、
時
の
ま
に
家
を
ふ
き
、
ゆ
ゆ
し
気
に
修
理
な
と
 
 

し
て
か
へ
り
ぬ
。
・
・
・
遠
近
此
地
蔵
帰
依
の
類
、
其
数
を
し
ら
す
。
 
 

其
後
よ
り
人
皆
屋
ね
ふ
き
の
地
蔵
と
そ
申
け
る
。
（
古
典
文
庫
『
地
 
 

蔵
寵
験
記
絵
詞
集
』
一
二
四
～
一
二
七
頁
）
 
 

ま
た
、
『
伯
者
国
大
山
奇
縁
起
』
 
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
 
 

備
後
国
神
石
と
云
所
に
地
蔵
を
奉
倍
人
有
。
当
山
に
恕
つ
つ
生
身
拝
 
 

率
ば
や
と
祈
念
す
る
に
。
夢
想
に
下
野
国
石
舟
と
云
所
に
御
也
と
示
 
 

絵
。
や
が
て
彼
国
へ
ま
か
り
て
み
れ
ば
。
古
き
寺
に
僧
の
両
人
御
す
。
 
 

や
ど
を
か
り
て
と
ど
ま
り
て
事
の
様
を
み
け
れ
ば
ゎ
人
来
て
地
蔵
構
 
 

は
お
は
す
る
か
と
間
。
有
と
答
へ
給
。
あ
す
田
梱
を
べ
き
也
。
牛
の
 
 

は
な
引
治
へ
と
い
ふ
。
撫
子
細
云
云
。
文
人
来
て
田
植
て
た
べ
と
い
 
 

ふ
是
も
無
子
細
云
云
。
文
人
来
て
常
連
給
へ
と
い
ふ
是
も
無
子
細
 
 

云
々
。
夜
明
て
此
憎
出
け
り
。
身
一
人
に
て
三
方
へ
領
畢
事
不
審
に
 
 

て
行
て
み
れ
ば
。
三
所
に
同
人
に
て
有
け
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
地
蔵
の
 
 

視
じ
給
へ
と
思
て
大
山
へ
帰
ら
ん
と
す
る
に
。
み
ち
の
物
に
て
米
を
 
 

す
こ
し
此
僧
た
び
た
り
け
れ
ば
。
遣
に
て
く
へ
ど
も
轟
ず
。
（
続
群
 
 

沓
類
従
帝
二
八
輯
上
二
〇
五
頁
）
 
 

こ
う
し
て
み
る
と
、
生
身
の
地
蔵
の
方
が
、
観
音
と
比
べ
て
、
現
世
で
直
 
 

接
的
に
現
世
利
益
を
施
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
 
 
 

と
す
る
と
、
中
世
で
地
蔵
信
仰
が
受
容
・
展
開
し
た
理
由
は
、
こ
こ
求
 
 

め
ら
れ
る
よ
う
。
今
二
度
確
認
す
れ
ば
、
闘
争
の
中
世
に
お
い
て
人
々
 
 

は
、
生
身
の
仏
・
菩
薩
に
会
い
、
現
当
二
世
の
利
益
を
求
め
た
。
生
身
の
 
 

仏
・
菩
薩
は
、
地
蔵
に
限
ら
れ
た
駅
で
は
な
い
が
、
地
蔵
は
生
身
で
現
世
 
 

に
現
れ
、
直
接
的
に
現
世
利
益
を
施
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
 
 

地
蔵
の
親
近
性
こ
そ
、
中
世
で
地
蔵
信
仰
が
受
容
・
展
開
し
た
理
由
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 

第
三
牽
 
議
倉
新
仏
赦
 
 

鎌
倉
新
仏
教
が
全
図
展
開
す
る
に
当
た
っ
て
、
多
く
の
宗
派
の
寺
院
で
 
 

地
蔵
像
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
浄
土
其
 
 

宗
・
日
蓮
宗
は
そ
の
教
轟
上
、
地
蔵
像
を
祀
る
こ
と
は
希
で
あ
る
が
、
そ
 
 

の
他
の
浄
土
宗
・
臨
済
賽
・
時
衆
・
曹
洞
寮
で
は
地
蔵
像
を
祀
る
こ
と
は
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さ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
以
下
、
代
表
例
と
し
て
、
浄
土
 
 

宗
と
曹
洞
宗
を
考
察
す
る
。
 
 

1
、
浄
土
宗
 
 
 

浄
土
宗
は
法
然
を
開
祖
と
す
る
。
法
然
の
教
え
は
専
修
念
仏
で
あ
り
、
 
 

地
蔵
信
仰
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
地
 
 

蔵
が
仏
教
の
菩
薩
で
あ
る
以
上
、
誹
務
す
べ
き
存
在
で
は
な
い
こ
と
は
貰
 
 

う
ま
で
も
な
い
。
念
仏
以
外
の
諸
行
の
位
置
づ
け
も
同
様
で
あ
る
。
韓
條
 
 

念
仏
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
念
仏
以
外
の
諸
行
を
全
否
定
し
て
い
た
訳
で
は
 
 

な
い
耶
。
 
 
 

法
然
没
後
、
そ
の
教
え
は
門
下
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
過
程
に
 
 

於
い
て
、
念
仏
以
外
の
諸
行
を
問
定
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
 
 

流
れ
の
中
、
教
学
上
、
地
蔵
を
胃
定
的
に
評
価
す
る
動
き
が
出
て
く
る
。
 
 

鎮
西
轟
の
阻
で
あ
り
、
現
在
の
浄
土
宗
教
団
で
二
祖
と
さ
れ
る
弁
砲
ハ
 
二
 
 

二
ハ
二
⊆
一
二
三
八
）
 
は
、
地
蔵
を
末
法
の
衆
生
を
救
う
晋
薩
と
し
て
認
 
 

め
て
い
た
。
 
 

地
蔵
菩
薩
の
ご
と
き
は
無
仏
世
界
度
衆
生
を
以
っ
て
別
願
と
為
し
 
 

（
原
瀬
文
・
『
徹
選
択
本
願
念
仏
集
』
浄
土
宗
全
番
第
七
巻
一
口
九
頁
）
 
 

仏
ハ
一
切
衆
生
ノ
其
心
品
相
替
レ
ル
ヲ
御
覧
シ
テ
品
品
ノ
法
ヲ
脱
胎
 
 

ヘ
リ
・
・
・
地
蔵
菩
薩
l
二
応
ア
リ
ト
御
覧
ス
ル
衆
生
ノ
タ
メ
ニ
ハ
地
 
 

蔵
怪
ヲ
説
キ
 
（
『
念
仏
名
義
集
』
浄
土
宗
全
容
第
十
巻
三
六
四
～
三
 
 

六
五
頁
）
 
 

弁
長
を
引
き
継
い
だ
良
東
W
二
一
九
九
－
一
二
八
七
）
 
は
、
地
蔵
を
阿
弥
 
 

陀
来
迎
に
伴
う
塑
衆
と
し
て
高
く
位
置
付
け
て
い
た
。
 
 

問
う
、
地
蔵
を
彼
の
聖
衆
に
列
す
る
は
何
の
証
あ
り
や
。
答
う
、
上
 
 

の
三
者
薩
に
準
ず
る
か
。
問
う
、
な
ん
じ
は
何
ぞ
余
の
菩
薩
を
挙
げ
 
 

ぎ
る
や
。
答
う
、
釈
迦
の
化
を
受
く
る
大
菩
薩
の
中
に
此
の
四
菩
薩
 
 

を
上
首
と
為
す
。
故
に
別
し
て
極
楽
に
適
し
て
、
ま
た
、
彼
の
聖
に
 
 

属
す
る
な
り
。
（
原
滞
文
・
『
往
生
要
集
銘
記
』
浄
土
宗
全
書
第
十
五
 
 

巻
二
二
九
貫
）
 
 

浄
土
采
を
伝
播
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
教
学
を
踏
ま
え
た
聖
た
ち
で
あ
っ
 
 

た
㈱
。
蟄
は
時
に
地
蔵
を
上
手
く
活
用
し
て
浄
土
宗
を
伝
播
し
、
寺
院
を
 
 

建
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
浄
土
宗
は
、
阿
弥
陀
の
み
を
信
ず
れ
ば
 
 

良
い
と
い
う
教
え
な
の
に
何
故
だ
ろ
う
か
～
 
 

“
つ
の
手
が
か
り
は
、
浄
土
宗
寺
院
で
祀
ら
れ
る
地
蔵
條
の
分
析
で
あ
 
 

る
。
浄
土
宗
寺
院
で
祀
ら
れ
る
地
蔵
條
の
う
ち
、
著
名
な
も
の
と
し
て
、
 
 

身
代
之
地
蔵
（
相
横
国
鎌
倉
・
延
命
寺
碑
）
・
油
懸
之
地
蔵
（
山
城
国
伏
 
 

見
・
西
岸
寺
悪
・
田
植
地
蔵
（
武
蔵
国
保
元
寺
釦
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
 
 

れ
ら
は
「
生
身
の
地
蔵
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
讐
 
 
 

も
う
一
つ
の
辛
が
か
り
は
、
浄
土
宗
の
蟄
は
、
各
十
王
の
本
地
を
想
定
 
 

し
た
こ
と
で
あ
る
。
（
十
王
に
各
本
地
を
想
定
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
 
 

樺
典
や
中
国
に
は
な
く
、
日
本
独
自
の
考
え
方
で
、
そ
れ
が
、
『
地
蔵
十
 
 

王
経
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
禦
）
最
終
救
済
者
、
第
十
・
五
道
転
輪
王
の
 
 

本
地
を
阿
弥
陀
と
し
、
そ
の
前
の
、
第
八
・
平
等
王
の
本
地
を
観
音
、
第
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九
・
都
市
王
の
本
地
を
勢
至
と
す
る
点
が
、
浄
土
宗
系
の
特
徴
で
あ
る
誉
 
 

即
ち
、
最
終
の
3
つ
が
、
阿
弥
陀
三
尊
で
あ
る
。
当
然
、
第
五
・
闇
魔
王
 
 

の
本
地
は
地
蔵
で
あ
る
。
 
 
 

法
然
の
教
え
に
従
え
ば
、
ど
ん
な
悪
人
で
も
念
仏
を
十
回
唱
え
れ
ば
、
 
 

往
生
で
き
る
は
ず
で
あ
る
管
し
か
し
、
浄
土
宗
の
聖
た
ち
は
、
闇
魔
＝
 
 

地
蔵
と
い
う
観
念
を
活
用
し
て
布
教
活
動
を
し
て
い
た
。
戦
乱
に
明
け
暮
 
 

れ
た
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
、
地
獄
か
ら
の
救
済
者
、
地
蔵
が
ど
う
し
て
 
 

も
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ぎ
る
を
得
な
い
。
浄
土
寮
の
本
尊
は
あ
く
ま
で
 
 

阿
弥
陀
で
あ
る
が
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
地
蔵
も
必
要
で
あ
っ
た
た
 
 

め
、
布
教
活
動
に
於
い
て
地
蔵
も
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

2
、
曹
洞
宗
 
 
 

も
う
一
つ
の
事
例
と
し
て
、
曹
洞
宗
を
考
え
た
い
。
日
本
曹
洞
宗
は
、
 
 

道
元
に
よ
り
始
ま
る
。
道
元
は
只
管
打
坐
を
唱
え
、
修
行
に
よ
る
現
世
利
 
 

益
獲
得
を
否
定
し
て
い
る
㈹
。
ま
た
、
仏
・
菩
薩
を
仏
道
の
先
師
以
上
の
 
 

位
置
づ
け
を
与
え
て
い
な
い
抑
。
 
 
 

し
か
し
、
曹
洞
宗
は
そ
の
後
、
葬
祭
儀
礼
や
在
地
の
信
仰
を
取
り
入
れ
 
 

る
こ
と
で
発
展
し
て
い
っ
た
管
 
そ
の
過
程
で
、
地
蔵
も
取
り
入
れ
ら
れ
 
 

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
響
例
え
ば
総
持
寺
第
二
世
峨
山
門
下
の
巽
峰
 
 

良
秀
 
（
？
覧
一
四
〇
五
）
 
や
適
幻
寂
霊
 
（
一
三
二
二
－
一
三
九
こ
 
の
語
 
 

録
に
は
地
蔵
を
讃
歎
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
鋤
。
但
し
、
代
受
薔
や
功
徳
 
 

無
塵
が
記
さ
れ
る
の
み
で
、
具
体
的
な
現
世
利
益
・
葬
祭
儀
礼
と
の
関
わ
 
 

り
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
代
受
苦
で
あ
れ
ば
、
現
世
利
益
や
葬
祭
儀
礼
 
 

と
結
び
付
く
と
考
え
る
ぺ
き
で
は
あ
る
が
、
当
初
は
地
蔵
の
現
世
利
益
的
 
 

浄
の
大
成
を
授
け
た
ま
へ
。
（
原
瀬
文
・
石
川
力
山
「
禅
宗
相
伝
資
 
 

料
の
研
究
 
上
巻
』
 
（
二
〇
〇
一
年
 
法
蔵
館
）
四
七
六
頁
）
 
 

同
様
の
記
述
は
新
潟
県
諸
上
寺
蔵
「
亡
者
授
戒
切
紙
」
 
（
筆
写
は
近
世
）
 
 

に
、
も
あ
る
。
 
 

道
場
荘
厳
、
常
の
如
し
。
壇
上
に
地
蔵
菩
薩
牌
を
設
く
。
下
肩
に
亡
 
 

者
牌
を
設
く
。
戒
師
増
に
向
い
三
拝
し
、
炉
に
乗
せ
焼
香
し
、
微
音
 
 

を
唱
え
て
云
く
、
南
無
一
心
奉
請
三
界
六
道
化
導
地
蔵
菩
薩
摩
詞
 
 
 

薩
、
唯
だ
願
は
く
は
、
鳳
矧
け
矧
矧
u
、
薗
町
封
矧
封
矧
潮
 
 
 

村
烈
1
、
慈
懲
の
ゆ
え
に
、
と
。
（
原
瀬
文
・
前
岡
四
一
二
頁
）
 
 

こ
れ
を
見
る
と
、
地
蔵
は
亡
者
供
賛
の
職
能
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
分
 
 

か
る
。
な
お
、
い
ず
れ
も
番
写
年
代
は
近
世
だ
が
、
石
川
力
山
は
、
中
世
 
 

以
来
の
伝
承
を
有
す
る
と
し
て
い
る
響
中
世
と
い
っ
て
も
鎌
倉
時
代
に
 
 

ま
で
遡
れ
る
と
は
思
え
な
い
が
、
中
世
曹
洞
宗
が
葬
祭
儀
礼
や
地
蔵
信
仰
 
 
 

要
素
・
葬
祭
儀
礼
的
要
素
が
強
調
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
 
 

う
か
？
 
 
 

曹
洞
宋
に
於
け
る
、
地
蔵
の
具
体
的
役
割
を
記
し
た
史
料
と
し
て
、
以
 
 

下
の
、
「
亡
者
授
戒
切
紙
」
 
（
書
写
は
一
六
四
九
年
・
石
川
県
永
光
寺
蔵
）
 
 

が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
 

中
嶋
和
尚
亡
霊
授
戒
の
偶
、
三
界
六
道
の
離
化
衆
生
済
度
地
蔵
菩
薩
 
 
 

摩
詞
薩
を
奉
り
請
う
。
仰
い
願
わ
く
は
、
訝
感
晶
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を
取
り
入
れ
て
発
展
し
た
経
緯
か
ら
考
え
て
、
中
世
後
期
に
は
成
立
し
て
 
 

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
讐
 
 
 

着
眼
す
べ
き
は
傍
線
部
の
、
地
蔵
の
降
臨
を
期
待
し
て
い
た
箇
所
で
あ
 
 

る
い
 
こ
う
し
た
表
現
を
文
字
通
り
理
解
す
る
か
ど
う
か
は
、
留
意
す
べ
き
 
 

と
思
う
が
、
や
は
り
「
生
身
の
地
蔵
」
を
あ
る
程
度
前
捷
と
し
て
い
た
番
 
 

は
間
適
い
な
い
。
 
 
 

と
す
る
と
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
も
地
蔵
は
生
身
だ
か
ら
こ
そ
活
用
さ
れ
 
 

た
と
言
え
る
。
な
お
、
中
世
曹
洞
宗
の
特
徴
と
し
て
、
（
在
地
の
神
が
人
 
 

と
な
っ
て
現
れ
、
曹
洞
宗
の
僧
に
戒
を
授
か
り
、
寺
の
建
立
等
を
直
接
的
 
 

に
行
う
）
「
神
人
化
度
説
話
」
錮
が
あ
る
。
こ
れ
と
生
身
の
地
蔵
と
を
結
び
 
 

つ
け
る
史
料
・
先
行
研
究
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
見
あ
た
ら
な
い
。
日
本
 
 

の
神
が
人
と
な
っ
て
現
れ
る
点
は
、
本
地
垂
逮
説
の
進
展
に
よ
っ
て
、
垂
 
 

逮
画
に
見
ら
れ
錮
、
ま
た
御
伽
草
子
に
も
見
ら
れ
る
誉
但
し
、
「
神
人
化
 
 

度
説
話
」
に
於
い
て
人
と
な
っ
て
現
れ
た
神
は
、
「
直
接
的
な
行
為
」
を
 
 

行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
生
身
の
地
蔵
」
と
共
通
し
て
い
る
。
今
後
 
 

検
討
し
た
い
。
 
 
 

な
お
、
本
革
を
ま
と
め
る
に
当
た
っ
て
、
確
認
す
べ
き
は
、
浄
土
宗
・
 
 

曹
洞
宗
と
も
に
、
主
な
檀
那
は
、
武
士
・
惣
村
で
あ
り
、
死
と
向
か
い
合
 
 

わ
せ
の
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
 
 

結
 
び
 
 

日
本
の
中
世
に
お
い
て
な
ぜ
地
蔵
信
仰
は
受
容
さ
れ
た
の
か
？
闘
争
の
 
 

世
に
於
い
て
、
死
と
向
か
い
合
わ
せ
の
人
々
が
現
世
利
益
・
後
生
尊
処
を
 
 

生
身
の
地
蔵
に
祈
っ
た
。
こ
れ
は
は
る
か
か
な
た
に
い
る
仏
で
は
担
え
な
 
 

か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
生
身
の
仏
・
菩
薩
は
地
蔵
に
限
定
さ
れ
な
 
 

い
が
、
地
蔵
は
現
世
で
直
接
的
に
活
躍
す
る
傾
向
が
あ
り
、
人
々
に
受
け
 
 

人
れ
ら
れ
や
す
か
っ
た
と
貰
え
る
。
 
 

注
 
 

旧
 
「
諸
仏
」
は
原
文
で
は
象
n
獣
2
．
許
s
首
で
あ
り
、
カ
ミ
ガ
ミ
と
訳
し
た
 
 

方
が
適
切
と
思
わ
れ
る
。
滴
水
邦
彦
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
 
 

地
蔵
理
解
」
 
（
『
大
塚
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
十
三
号
一
九
九
五
年
）
 
 

拙
 
速
水
備
「
地
蔵
信
仰
の
民
衆
的
展
開
」
『
地
蔵
信
仰
』
 
（
一
九
七
五
年
 
 

塙
番
傍
）
 
 

㈱
 
無
論
、
こ
こ
で
日
本
中
世
が
無
政
府
状
態
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
い
 
 

る
訳
で
は
な
い
。
全
般
的
に
見
れ
ば
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
律
令
体
 
 

制
国
家
と
言
え
る
か
も
し
、
黒
田
俊
雄
の
い
う
権
門
体
制
国
家
と
言
 
 

う
ぺ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
述
べ
た
い
の
は
、
守
護
も
立
ち
入
 
 

れ
な
い
荘
園
が
形
式
上
存
在
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
全
国
を
 
 

統
括
す
る
国
家
権
力
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
、
と
い
う
点
 
 

で
あ
る
。
な
お
、
以
下
の
請
論
考
を
参
考
と
し
た
。
佐
藤
進
一
「
日
 
 

本
の
中
世
国
家
』
 
〓
九
八
三
年
 
岩
波
番
店
）
・
石
井
進
『
日
本
中
 
 
 

世
国
家
史
の
研
究
』
 
（
一
九
七
〇
牛
 
智
波
番
店
）
・
黒
田
俊
雄
「
黒
 
 

田
俊
雄
著
作
集
 
第
一
巻
 
権
門
体
制
論
b
 
（
一
九
九
四
年
 
法
蔵
 
 

館
∵
五
味
文
彦
縮
「
京
・
鎌
倉
の
王
権
』
 
（
二
〇
〇
三
年
 
吉
川
弘
 
 

文
館
）
 
 

伸
 
追
塩
千
尋
『
国
分
寺
の
中
世
的
展
開
』
 
（
一
九
九
六
年
 
吉
川
弘
文
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8）（7  

館
）
ニ
ー
四
～
ニ
ー
七
頁
掲
載
「
中
・
近
世
国
分
寺
変
遷
略
史
襲
」
 
 

に
よ
る
。
な
お
、
本
文
で
も
断
っ
た
が
、
各
地
の
国
分
寺
の
歴
史
は
 
 

史
料
の
問
題
も
含
め
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
本
論
文
で
確
認
し
た
 
 

か
っ
た
の
は
、
国
衛
機
能
の
消
滅
の
一
点
で
あ
る
。
 
 

菅
野
覚
明
『
武
士
道
の
逆
襲
』
（
二
〇
〇
四
年
 
講
談
社
現
代
新
書
）
・
 
 

佐
伯
真
一
『
戦
場
の
精
神
史
』
（
二
〇
〇
四
年
 
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
）
・
 
 

な
お
、
ル
ー
ル
が
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
た
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
だ
 
 

ま
し
討
ち
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
。
佐
伯
前
掲
酋
。
ま
た
、
後
述
で
 
 

奴
隷
狩
り
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
 
 

の
ル
ー
ル
の
対
象
者
は
戦
い
の
当
事
者
 
（
武
士
）
 
の
み
な
ら
ず
、
百
 
 

姓
な
ど
も
含
む
も
の
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。
 
 

藤
木
久
志
『
新
版
 
雑
兵
た
ち
の
戦
場
k
 
（
二
〇
〇
五
年
 
朝
日
新
 
 

聞
社
）
 
 

清
水
克
行
『
喧
嘩
両
成
敗
の
誕
生
』
 
（
二
〇
〇
六
年
 
講
談
社
連
番
）
 
 

建
前
上
、
古
代
寺
院
は
、
国
家
仏
教
で
あ
り
、
個
人
が
参
詣
す
る
の
 
 

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
速
水
備
に
よ
れ
ば
、
一
〇
五
二
年
以
降
、
一
 
 

般
民
衆
が
寺
院
に
参
詣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
速
水
倍
 
 

「
『
今
昔
物
語
集
』
 
に
お
け
る
霊
場
参
詣
勧
進
説
話
の
形
成
」
 
（
『
平
 
 

安
仏
教
と
末
法
思
想
』
 
二
〇
〇
六
年
 
番
川
弘
文
館
）
 
 

佐
藤
弘
夫
『
偽
書
の
精
神
史
』
 
（
二
〇
〇
二
卒
 
論
談
社
）
 
二
一
六
 
 

～
二
一
七
頁
 
 

佐
藤
弘
夫
 
「
（
日
本
の
仏
）
 
の
誕
生
」
 
（
玉
懸
博
之
締
 
『
日
本
思
想
史
 
 
 

そ
の
普
遍
と
特
殊
』
一
九
九
七
草
 
ペ
り
か
ん
杜
）
・
同
『
ア
マ
 
 

テ
ラ
ス
の
変
貌
』
 
（
二
〇
〇
〇
年
 
法
蔵
館
）
 
 

O
n
 
l
 
 

但
し
、
以
下
の
引
用
史
料
に
は
「
身
代
わ
り
」
と
い
う
言
草
は
使
わ
 
 

れ
て
い
な
い
。
「
身
代
わ
り
」
と
い
う
言
草
が
〟
般
化
す
る
の
は
、
 
 

近
世
以
降
と
す
る
説
も
あ
る
。
吉
田
比
呂
子
「
宗
教
的
・
儀
礼
的
性
 
 

格
を
持
つ
解
釈
開
講
の
問
題
点
」
 
（
国
語
若
衆
史
研
究
会
『
国
語
語
 
 

費
史
の
研
究
 
十
九
』
 
二
〇
〇
〇
年
 
和
泉
番
院
）
・
な
お
、
管
見
 
 

の
及
ぶ
限
り
、
「
身
代
地
蔵
」
 
の
初
出
は
、
必
夢
『
延
命
地
蔵
菩
薩
 
 

縫
直
談
紗
』
 
（
一
六
九
七
年
刊
行
）
巻
七
第
四
四
・
四
五
・
四
六
話
。
 
 

渡
浩
一
締
（
一
九
八
五
年
 
勉
誠
杜
）
 
五
五
七
～
五
六
一
頁
・
い
ず
 
 

れ
も
八
坂
十
輸
院
。
 
 

佐
藤
弘
夫
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
』
 
（
前
掲
）
一
二
〇
巽
 
 

中
尾
東
「
生
身
仏
信
仰
と
舎
利
信
仰
」
『
中
世
の
勧
進
聖
と
舎
利
信
仰
』
 
 

（
二
〇
〇
一
年
 
膏
川
弘
文
館
）
・
生
駒
哲
郎
「
中
世
の
生
身
信
仰
 
 

と
仏
條
の
霊
性
」
 
（
中
尾
轟
『
中
世
の
寺
院
体
制
と
社
会
』
 
二
〇
〇
 
 

二
年
 
吉
川
弘
文
鮨
）
 
 

松
代
邦
義
「
日
蓮
聖
人
の
釈
尊
観
の
一
考
察
」
 
（
『
日
蓮
教
学
研
究
所
 
 

紀
要
』
第
十
九
号
一
九
九
二
年
）
 
 

観
音
説
話
に
お
い
て
は
、
観
音
が
蛇
等
動
物
に
化
身
す
る
話
 
（
『
宇
 
 

治
拾
適
物
語
』
巻
六
第
五
話
等
）
 
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
人
間
の
 
 

形
を
取
る
も
の
に
限
定
し
た
。
 
 

横
蔵
・
竜
山
寺
に
関
す
る
証
記
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
 
 

註
を
基
と
し
た
。
 
 

滴
水
邦
彦
「
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
地
蔵
誹
誘
」
（
『
日
本
思
想
史
学
」
 
 

第
二
五
号
 
鵬
九
九
三
年
）
 
 

竹
田
聴
洲
『
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
 
上
b
 
（
一
九
九
三
年
 
国
書
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（27）  即1  位功（21）だ（カ  

刊
行
会
）
・
伊
藤
唯
輿
『
聖
仏
教
史
の
研
究
 
下
』
 
（
一
九
九
五
年
 
 

法
戯
館
）
 
 

竹
田
聴
洲
『
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
 
上
』
 
（
前
掲
）
 
五
三
六
宙
∵
 
 

現
在
は
身
代
地
蔵
 
（
も
し
く
は
裸
地
蔵
）
 
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
註
佃
 
 

参
照
。
 
 

竹
田
聴
洲
『
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
 
上
』
 
（
前
掲
）
 
五
五
日
闇
 
 

竹
田
聴
洲
『
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
 
上
』
 
（
前
掲
）
 
五
九
五
貫
 
 

こ
れ
ら
の
地
蔵
の
伝
説
が
記
録
さ
れ
た
の
が
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
 
 

な
の
は
、
留
意
す
べ
き
で
あ
る
ひ
 
し
か
し
、
「
身
代
之
地
蔵
」
・
「
油
 
 

掛
之
地
蔵
」
 
の
如
く
「
之
」
が
入
る
形
は
中
世
か
ら
近
世
初
頭
の
も
 
 

の
で
あ
り
、
中
世
へ
遡
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
酒
水
邦
彦
 
 

「
地
蔵
の
名
字
・
再
考
」
 
（
『
北
陸
宗
教
文
化
』
第
十
二
号
 
二
C
】
0
 
 

0
年
）
 
 

消
水
邦
彦
「
地
蔵
十
王
経
・
考
」
 
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
一
 
 

巻
第
一
号
 
二
〇
〇
二
牛
）
 
 

滴
水
邦
彦
「
地
蔵
十
王
軽
・
考
」
 
（
前
掲
）
 
 

「
三
宝
減
尽
ノ
ト
キ
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
一
念
ス
レ
ハ
カ
ナ
ラ
ス
往
生
 
 

ス
。
五
逆
深
塵
ノ
人
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
十
念
ス
レ
ハ
マ
タ
往
生
 
 

ス
。
」
（
「
大
胡
の
太
郎
実
秀
が
貴
賓
の
も
と
へ
つ
か
は
す
御
返
事
」
『
昭
 
 

和
新
修
法
然
上
人
全
集
b
五
一
〇
頁
）
・
但
し
、
「
誹
諦
正
法
」
に
関
 
 

し
て
は
今
一
度
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

清
水
邦
彦
「
（
道
元
に
於
け
る
仏
・
菩
薩
の
位
置
づ
け
）
 
か
ら
見
た
 
 

鎌
倉
仏
教
」
 
（
『
倫
理
学
b
第
十
六
号
一
九
九
九
年
）
 
 

滑
水
邦
彦
「
（
道
元
に
於
け
る
仏
・
菩
薩
の
位
置
づ
け
）
 
か
ら
見
た
 
 

鎌
倉
仏
教
」
 
（
前
掲
）
 
 

幽
 
圭
審
締
成
『
葬
式
仏
教
』
 
二
九
六
三
早
 
大
法
輪
閣
）
一
二
九
～
 
 

雨
三
C
－
頁
・
石
川
力
山
「
中
世
神
栄
と
神
仏
習
合
」
 
（
『
禅
宗
相
伝
資
 
 

料
の
研
究
 
下
巻
』
 
二
C
ェ
∪
一
年
 
法
蔵
館
）
 
 

㈲
 
石
川
力
山
「
中
世
仏
教
に
お
け
る
菩
薩
思
想
－
特
に
曹
洞
宗
に
お
け
 
 

る
地
蔵
菩
薩
信
仰
を
中
心
と
し
て
ー
」
 
（
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
 
 

五
一
号
一
九
八
五
年
）
 
 

鋤
 
『
実
峰
良
秀
禅
師
語
録
』
 
（
『
訓
註
曹
洞
宗
禅
語
録
全
書
 
第
二
巻
ヒ
 
 

四
三
九
～
～
四
四
〇
頁
・
『
永
沢
適
幻
禅
師
語
録
』
 
（
『
訓
註
曹
洞
宗
 
 

禅
語
録
全
沓
 
第
二
巻
ヒ
 
四
四
～
四
五
頁
 
 

師
 
石
川
力
山
『
禅
宗
相
伝
資
料
の
研
究
 
上
巻
』
 
（
前
掲
）
四
七
五
頁
 
 

鋤
 
但
し
、
本
文
中
で
も
言
及
し
た
が
、
『
実
時
艮
秀
禅
師
革
璧
や
『
永
 
 

沢
通
幻
禅
師
語
録
』
 
に
地
蔵
と
亡
者
供
餐
と
を
具
体
的
に
結
び
つ
け
 
 

る
記
述
が
無
か
っ
た
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
り
、
成
立
年
代
を
遡
 
 

ら
せ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
 
 

脚
 
神
人
化
度
説
話
に
関
し
て
は
、
葵
貫
磨
哉
「
洞
門
禅
僧
と
神
人
化
度
 
 

の
説
話
」
 
（
『
中
世
禅
林
成
立
史
の
研
究
」
一
九
九
三
年
）
・
広
瀬
良
 
 

弘
「
管
洞
禅
僧
に
お
け
る
神
人
化
度
・
悪
霊
鎮
圧
」
 
（
『
禅
宗
地
方
展
 
 

開
史
の
研
究
』
一
九
八
八
年
 
吉
川
弘
文
館
）
 
参
照
。
但
し
、
本
文
 
 

で
も
述
べ
た
通
り
、
ま
だ
ま
だ
研
究
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
 
 

帥
 
特
に
留
意
す
べ
き
は
白
山
墜
茶
羅
に
、
冠
位
束
帯
の
神
が
記
さ
れ
て
 
 

い
る
一
方
、
神
人
化
度
説
話
に
於
い
て
、
神
は
冠
位
束
帯
の
姿
で
現
 
 
 

れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
中
世
曹
洞
宗
と
白
 
 

山
天
台
と
は
密
接
な
交
流
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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鍋
 
大
島
由
起
夫
「
お
伽
草
子
の
神
々
」
 
（
『
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
嘗
』
第
 
 

六
〇
巻
第
十
二
号
一
九
九
五
年
）
 
 

＊
本
論
文
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
C
）
 
の
研
究
成
果
の
一
部
 
 

で
あ
る
。
 
 

（
し
み
ず
・
く
に
ひ
こ
 
金
沢
大
学
文
学
部
准
教
授
）
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