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j去

夫

筆
者
は
先
に
、
真
宗
門
徒
の
蓮
如
に
対
す
る
思
慕

あ
る
い
は
崇
敬
と
い
っ
た
感
情
の
表
現
で
あ
る
二
つ

の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
で
あ
じ

が
、
今
回
も
引
き
続
き
庶
民
側
す
な
わ
ち
門
徒
側
よ
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り
見
た
蓮
如
信
仰
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

四
、
穴
馬
に
お
け
る
順
村

土
口
崎
を
一
つ
の
起
点
と
し
た
二
つ
の
「
レ
ン
ニ
ヨ

サ
ン
」
ほ
ど
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
巡
行
す
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
蓮
如
の
御
影
H
絵
像
が
各
地
を
回
る
と

い
う
点
で
同
じ
よ
う
な
行
事
が
、
も
う
少
し
行
く
と

す
ぐ
に
岐
阜
県
に
入
る
と
い
う
福
井
県
の
奥
地
で
あ

る
穴
馬
と
い
う
土
地
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。

先
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
し
で
は
、
そ
の
随
行
記
録

を
も
と
に
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
今
回
は
先
行
す
る

諸
文
献
を
ベ

l
ス
に
筆
者
な
り
に
ま
と
め
て
み
よ
う

と
思
、
7
0

こ
の
年
中
行
事
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
千
葉
乗
隆
氏
が
「
越
前
の
穴
馬
同
行
L

に
お
い

て
紹
介
さ
れ
て
い
わ
)
こ
の
論
文
に
導
び
か
れ
て
、

筆
者
な
り
の
蓮
如
信
仰
に
つ
い
て
の
論
を
進
め
始
め

る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
特
記
し
て

謝
意
を
表
し
た
い
。

こ
れ
よ
り
先
に
な
る
が
、
重
松
明
久
氏
も
「
真
宗

習
俗
と
真
宗
史
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、

こ
ん
に
ち
な
お
蓮
如
の
絵
像
を
廻
村
し
て
い
る

と
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
最
近
で
は
、
坪
内
耳
目
氏
が
そ
の
著
に
お
い

て
、
廃
村
に
よ
る
規
模
の
縮
少
、
す
な
わ
ち
巡
回
地

区
数
の
減
少
を
報
告
き
れ
て
い
る
。

穴
馬
の
順
村
に
関
す
る
調
査
報
告
は
、
そ
の
他
多

く
の
研
究
が
な
さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
看
見

の
限
り
以
上
三
点
に
過
ぎ
な
い
。
順
村
の
起
源
は
何

時
な
の
か
、
ま
た
、
古
い
時
代
の
実
態
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
な
ど
、
よ
り
深
く
他
の
地
域
の
真
宗
習
俗

と
比
較
し
な
が
ら
史
料
的
に
詳
し
く
探
っ
た
も
の
は

な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
穴
馬
の
地
は
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
水
没
し
て
し
ま
い
、
調
査
が
遅
き
に

失
し
た
感
が
あ
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
研
究
が
少
な

い
こ
と
も
う
な
ず
け
る
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
「
順
村
」
と
い
う
用
語
は
千
葉
乗
隆
氏
が

使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も
一
応
こ
れ
に
従
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
他
、
「
廻
村
」
・
「
ご
巡

回
L

な
ど
の
使
用
例
が
み
ら
れ
る
が
、
術
語
と
し
て

一
定
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
調
査
研
究
し
た
者

が
少
な
い
こ
と
が
一
つ
の
原
因
で
あ
ろ
う
が
、
限
定

さ
れ
た
狭
い
地
域
だ
け
の
あ
ま
り
有
名
で
な
い
行
事

の
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

き
て
、
こ
の
穴
馬
の
地
で
巡
回
し
て
い
る
蓮
如
御

影
は
ミ
ノ
・
笠
・
杖
そ
し
て
種
々
の
仏
具
類
を
携
え

て
一
ヶ
月
毎
に
順
送
り
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
点
は
、

蓮
如
信
仰
の
要
素
を
考
察
す
る
上
で
大
変
興
味
深
い

も
の
が
あ
る
。
こ
の
事
は
後
に
触
れ
る
こ
と
と
し
て
、

ま
ず
、
穴
馬
と
い
う
土
地
柄
を
押
え
て
お
く
必
要
が

ふ
め
人
ゴ

7
0

穴
馬
と
い
う
地
域
は
、
古
く
は
越
前
回
に
属
し
て

お
り
、
大
野
郡
穴
馬
郷
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
現
在
の

行
政
区
域
で
は
、
福
井
県
和
泉
村
と
岐
阜
県
白
鳥
町

石
徹
自
の
地
を
指
し
て
い
る
。

穴
馬
に
お
け
る
真
宗
を
な
が
め
た
場
合
、
次
の
よ

う
な
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
教
団
の
あ
り
方
に
お
い

て
全
国
的
に
も
稀
な
る
原
初
的
形
態
を
保
持
し
て
き

た
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
中
世
の
農
村
社
会
に

真
宗
が
浸
透
し
て
い
っ
た
当
時
の
様
相
、
す
な
わ
ち

近
世
に
入
っ
て
次
々
と
寺
院
化
す
る
以
前
の
道
場
の

姿
を
今
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
村
民
は
こ
の
道

場
を
中
心
と
し
た
世
俗
的
生
活
と
宗
教
的
生
活
(
こ

こ
の
場
合
、
真
宗
一
色
で
あ
る
こ
と
が
珍
し
い
)
と

の
一
致
し
た
パ
タ
ー
ン
を
永
く
温
存
し
て
き
た
。
例

え
ば
、
穴
馬
九
ケ
同
行
(
本
願
寺
派
を
そ
の
中
心
と

す
る
)
あ
る
い
は
六
ケ
同
行
・
八
ケ
同
行
(
大
谷
派

で
構
成
さ
れ
て
い
る
)
と
称
さ
れ
る
講
集
団
は
、
単

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



に
真
宗
信
者
の
集
団
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
集
落
の
有

力
者
H
各
道
場
役
と
そ
の
他
の
村
民
と
い
う
構
図
の

元
に
、
地
域
社
会
と
密
着
し
た
グ
宗
教
的
村
落
運
命

共
同
体
。
と
し
て
の
機
能
を
中
古
以
来
永
く
保
存
し

て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
穴
馬
も
九
頭

竜
ダ
ム
建
設
と
い
う
運
命
の
い
た
ず
ら
に
よ
っ
て
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
水
没
し
て
し
ま
い
、
残
存
部
落
の

古
い
真
宗
習
俗
も
次
々
に
消
滅
し
て
い
っ
た
。

15 

福
井
・
岐
阜
の
両
県
に
ま
た
が
っ
て
巡
回
し
て
い

た
蓮
如
御
影
は
「
蓮
如
き
ま
」
と
尊
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
だ
。
先
述
の
二
つ
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
L

と
比

較
す
る
と
、
近
よ
り
難
い
一
一
由
を
持
つ
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
「
蓮
如
上
人
御
影
L

と
し
て
寺
の
奥
深
く
に
掲
げ
、
崇
拝
し
奉
る
よ
り
は

少
し
く
親
近
感
が
漂
う
と
ひ
い
き
目
で
見
て
し
ま
う

の
は
筆
者
の
み
だ
ろ
う
か
。

「
蓮
如
上
人
」
と
歴
代
法
主
の
一
員
す
な
わ
ち
真

宗
の
善
知
識
様
と
し
て
崇
め
る
時
と
、
「
レ
ン
ニ
ヨ

サ
ン
L

あ
る
い
は
「
蓮
如
き
ま
」
と
身
近
か
な
者
と

し
て
親
近
感
を
抱
か
せ
る
時
と
で
、
蓮
如
と
い
う
人

物
は
相
反
す
る
姿
を
見
せ
る
。
蓮
如
は
教
学
的
に
も

歴
史
学
的
に
も
民
俗
学
的
に
も
と
て
も
お
も
し
ろ
い

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察
国

存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。

き
て
、
穴
馬
の
「
蓮
如
さ
ま
L

は
、
西
本
願
寺
直

参
門
徒
で
構
成
す
る
九
ケ
同
行
の
九
部
落
が
一
ヶ
月

交
替
で
巡
回
奉
安
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
輿
正
寺
派

の
道
場
へ
も
回
っ
て
い
る
。
こ
の
順
村
に
つ
い
て
、

現
代
の
座
談
会
で
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
{
八
馬
同
行

の
各
道
場
役
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
記
録
の
一
部
は
千
葉
乗
隆
氏
も
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

O
越
前
の
方
か
ら
云
い
ま
す
と
、
い
ま
は
上
秋
生

が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
伊
勢
・
久
沢
・
大
谷
・
荷

暮
・
下
半
原
の
順
で
行
き
、
美
濃
へ
移
っ
て
為

真
・
大
間
見
・
上
神
路
へ
行
っ
て
、
今
度
は
折
り

か
え
す
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
越
前
側
の
伊
勢
と

美
濃
の
上
神
路
は
、
二
ヶ
月
お
い
て
お
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

お
ま
わ
り
に
な
る
の
は
蓮
如
さ
ま
の
御
影
だ
け
じ

ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
ミ
ノ
・
笠
・
杖
に
お
ブ
ク
さ
ま

と
い
っ
て
い
ま
す
蓮
如
さ
ま
に
お
給
仕
す
る
道
具

も
で
す
。
画
像
に
比
べ
て
こ
う
い
う
道
具
類
は
新

し
い
も
の
で
す
け
れ
ど
、
北
目
か
ら
あ
り
ま
し
た
ね
。

O
美
濃
の
方
に
も
昔
は
道
場
が
あ
っ
た
の
で
す
よ
。

で
す
か
ら
、
こ
の
蓮
如
さ
ま
の
お
迎
え
も
道
場
を

継
持
し
て
お
っ
た
当
時
と
同
じ
シ
キ
タ
リ
で
や
っ

て
い
ま
す
。
為
真
は
中
・
束
・
西
に
分
か
れ
て
い

ま
し
て
、
毎
年
交
替
で
道
場
の
維
持
や
ら
、
お
世

話
を
き
し
て
頂
い
て
い
た
。
そ
の
関
係
で
、
蓮
如

さ
ま
の
お
迎
え
は
こ
の
通
り
交
替
で
や
る
ん
で
す
。

北
陸
側
で
は
、
蓮
如
さ
ま
は
道
場
へ
お
迎
え
す
る

ん
で
す
が
、
美
濃
の
為
真
の
方
で
は
、
当
番
に
あ

た
っ
て
い
る
地
区
の
誰
か
の
家
を
決
め
て
お
い
て
、

そ
こ
へ
お
迎
え
す
る
。
お
迎
え
す
る
と
お
講
さ
ん

を
や
る
の
で
す
よ
。
三
合
盛
り
と
い
い
ま
し
て
ね
、

一
人
前
の
ご
は
ん
が
大
体
米
三
合
、
大
き
な
お
椀

の
上
へ
お
仏
飯
の
よ
う
に
高
く
高
く
盛
り
上
げ
て

振
舞
い
ま
す
。
参
っ
て
き
た
人
は
食
べ
き
れ
な
い

で
、
家
へ
も
っ
て
帰
り
ま
す
。

興
正
寺
派
の
道
場
も
、
輿
正
寺
派
で
は
御
文
章
を

あ
げ
ま
す
か
ら
、
蓮
如
き
ま
を
お
迎
え
す
る
の
で

す。O
蓮
如
き
ま
は
番
々
を
決
め
て
次
の
道
場
ま
で
持

っ
て
い
く
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
笈
の
よ
う
に
、

箱
に
入
っ
て
い
て
、
背
中
に
負
っ
て
い
け
る
。
ミ

ノ
は
被
っ
て
持
っ
て
い
く
の
で
す
。
す
る
と
、
先

の
道
場
で
大
勢
の
人
が
出
迎
え
て
下
さ
る
わ
け
で
、
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道
場
と
道
場
の
聞
は
一
里
半
ぐ
ら
い
か
ら
二
里
半

程
度
で
す
か
ら
、
平
常
は
さ
ほ
ど
難
儀
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
一
人
で
充
分
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
冬
に
な
り
ま
す
と
こ
れ
は
大
変
な
こ

と
で
、
例
え
ば
為
真
と
下
半
原
の
県
境
を
越
す
の

は
ほ
ん
と
う
に
難
中
至
難
で
す
。
こ
の
県
境
の
油

坂
を
越
し
て
蓮
如
さ
ま
を
お
送
り
す
る
時
は
、

二
了
四
人
の
屈
強
な
若
者
が
一
日
が
か
り
で
す
。

こ
の
油
坂
峠
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
油
を
流
し

た
よ
う
な
塩
梅
で
す
。
そ
こ
で
、
手
足
に
カ
ン
ジ

キ
を
は
め
て
、
ょ
っ
ん
ぱ
い
に
な
っ
て
急
坂
を
よ

じ
の
ぼ
る
。

こ
れ
ら
の
発
言
を
通
し
て
、
順
村
の
巡
回
順
や
そ

の
実
態
な
ど
、
あ
る
程
度
ま
で
の
古
い
形
の
真
宗
習

俗
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
の
実
態
と
比
べ
て
み
る
と
、

一
ケ
所
当
り
の
滞
留
が
一
ヶ
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
聞
に
行
な
わ
れ
る
仏
事
も
様
々
な
も
の
が
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
の
お
立

寄
り
で
は
、
数
分
か
ら
数
十
分
と
短
か
い
の
で
、
読

経
・
焼
香
・
説
教
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
す
に

止
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
最
初
の
人
が
語
っ
て
い
た
が
、
蓮
如
の
画

像
や
仏
具
類
を
笈
に
入
れ
て
こ
れ
を
背
負
い
、
ミ

ノ
・
笠
を
被
り
杖
を
持
っ
た
姿
に
は
、
蓮
如
の
関
東

巡
化
時
や
北
陸
行
化
時
の
姿
を
努
髭
と
さ
せ
る
も
の

が
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
蓮
如
き

ま
」
を
迎
え
る
人
々
に
と
っ
て
御
影
等
を
運
ん
で
く

る
人
は
、
と
な
り
の
集
落
の
人
で
あ
っ
て
比
較
的
身

近
か
な
存
在
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
心
の
か
た
す
み
で
は
、
蓮
如
さ
ま
が
今
な
お
巡

っ
て
来
村
し
た
如
く
感
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
蓮
如
そ
の

人
に
会
え
た
の
だ
と
い
う
喜
ぴ
に
浸
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法

悦
の
情
景
は
、
先
の
二
つ
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
に

お
い
て
も
お
立
寄
所
・
宿
泊
所
の
各
所
で
見
い
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
民
俗
学
的
に
見
た
場
合
、
真
宗
と
い
う
排

他
的
だ
と
極
言
さ
れ
る
ほ
ど
に
純
粋
に
信
仰
の
世
界

に
生
き
て
い
る
は
ず
の
宗
教
集
団
に
お
い
て
も
、
な

お
日
本
人
の
民
俗
信
仰
に
見
ら
れ
る
来
訪
神
・
異
神

歓
待
の
意
識
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
と
見
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
故
五
来
重
氏
・
故

佐
々
木
孝
正
氏
を
始
め
と
し
た
真
宗
を
通
し
て
仏
教

民
俗
学
を
究
明
す
る
先
輩
諸
氏
の
研
究
成
呆
に
よ
る

所
大
で
あ
る
。
力
不
足
で
曲
解
し
て
い
な
い
か
と
い

さ
さ
か
不
安
は
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
大
筋
は
と

ら
え
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
で
筆
者
の
立
場
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
蓮
如
信
仰
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
で
越
前
ひ
い
て
は
福
井
県
に
お
け
る
真
宗
習
俗
の

実
態
を
掘
り
起
こ
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
越
前
真
宗
史
を
蓮
如
信
仰
と
い
う
フ
ィ
ル

タ
ー
で
と
ら
え
直
せ
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
立
場
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
筆
者
の
蓮
如
と

い
う
人
物
に
対
す
る
思
い
入
れ
H
蓮
如
信
何
と
し
て

読
者
諸
氏
の
目
に
写
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
点
は

否
定
は
し
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
越
前

真
宗
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
比
較
的
少
な
い
と
思
え

る
た
め
、
あ
え
て
筆
者
の
立
脚
地
を
示
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

き
て
、

ト
品
、

7
0

穴
馬
の
順
村
の
起
源
に
つ
い
て
考
え
て
み

こ
の
順
村
の
主
役
で
あ
る
蓮
如
御
影
に
つ
い

て
あ
る
道
場
役
は
、

こ
の
画
像
の
裏
書
が
あ
る
の
を
見
て
、
教
如
と

あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
が
、

と
座
談
会
で
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
九
ケ
同
行
の

始
源
の
伝
承
と
の
錯
誤
か
と
思
わ
れ
る
。
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実
際
に
は
こ
の
御
影
は
西
本
願
寺
広
如
が
嘉
永
元
治
九
年
(
一
八
七
六
)
の
事
で
あ
っ
た
。

年
(
一
八
四
八
)
七
月
に
下
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
の
裏
付
け
が
現
在
の
と
こ
ろ
な
い
の
で
、
穴

千
葉
乗
隆
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
蓮
如
の
御
影
に
は
馬
の
各
道
場
の
聞
を
巡
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
レ

次
の
よ
う
な
裏
書
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
と
比
較
し
て
相
当
時
代
が
下
る
と
し

た
だ
し
、
こ
れ
以
前
に
蓮
如
の
御
影
が
下
附
さ
れ
て
か
い
え
な
い
。
蓮
如
そ
の
人
の
来
住
と
い
う
地
の
利

順
村
し
て
い
た
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
を
生
か
し
た
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
の
起
源
よ
り
一
世

紀
近
く
出
遅
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と

し
て
、
穴
馬
と
い
う
地
が
奥
越
と
い
う
辺
地
で
あ
っ

た
こ
と
や
、
蓮
如
と
い
う
信
仰
面
で
の
シ
ン
ボ
ル
が

な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
な
ろ
う
。

後
に
触
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
穴
馬
九
ケ
同
行

が
西
本
願
寺
で
の
報
恩
講
勤
行
の
中
で
僧
分
以
外
で

調
声
を
と
る
と
い
う
大
変
名
誉
な
地
位
に
あ
る
こ
と

か
ら
見
て
、
東
西
分
派
の
頃
か
ら
の
伝
統
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
想
像
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

順
村
の
起
源
に
つ
い
て
は
蓮
如
御
影
裏
書
の
書
か
れ

た
年
代
よ
り
始
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
お
く
。

き
て
、
「
蓮
如
さ
ま
」
が
各
道
場
や
決
め
ら
れ
た

家
に
迎
え
ら
れ
た
時
、
特
別
に
在
所
の
他
の
家
に
も

奉
安
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
現
象
に
つ
い
て
考

察
す
る
前
に
再
ぴ
道
場
役
の
話
を
聞
い
て
み
よ
う
。

本
願
寺
蓮
如
画
像

釈
広
如
(
花
押
)

嘉
永
元
成
申
年
七
月
六
日

興
正
寺
門
徒
美
濃
国

郡
上
郡
越
前
回
大
野
郡

両
国
堺
山
中
惣
道
場
物

17 

こ
の
裏
書
に
よ
り
寸
興
正
寺
門
徒
」
で
あ
る
「
山
中

惣
道
場
」
へ
下
附
さ
れ
た
も
の
と
分
か
る
。
こ
の
文

面
か
ら
す
る
と
、
当
時
九
ヶ
同
行
は
直
参
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
興

正
寺
を
手
次
と
し
て
間
接
的
に
西
本
願
寺
に
属
す
る

形
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
嘉
永
一
元
年
当
時
興
正
寺
は
脇
門
跡
、
一
門

筆
頭
と
し
て
特
別
な
地
位
に
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
西

本
願
寺
に
所
属
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
興
正
寺
派
と
し

て
独
立
で
き
た
の
は
、
こ
れ
よ
り
約
三

O
年
後
の
明

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察
国

O
蓮
如
さ
ま
は
道
場
か
役
の
者
の
所
だ
け
を
お
ま

わ
り
に
な
る
の
で
は
な
く
、
普
通
の
民
家
に
も
お

迎
え
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
大
間
見
に
お
越
し
に

な
っ
て
い
る
時
、
村
の
者
で
先
祖
の
回
忌
や
法
事

を
勤
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
特
別
に
蓮

如
き
ま
を
そ
の
家
に
お
迎
え
す
る
。
む
ろ
ん
、
な

ん
で
も
か
ん
で
も
蓮
如
さ
ま
ご
招
待
と
い
う
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
ご
先
祖
の
大
切
な
法
事
・
法
要
が
あ
っ

た
場
合
に
の
み
そ
の
家
に
特
別
に
蓮
如
御
影
を
お
迎

え
す
る
と
い
う
臨
時
的
処
置
で
あ
る
が
、
ー
蓮
如
さ

ま
」
が
穴
馬
の
村
民
と
り
わ
け
九
ケ
同
行
に
と
っ
て

特
別
大
事
な
も
の
、
安
易
に
は
使
用
で
き
な
い
も
の

と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
、
っ
か
。

そ
の
考
え
方
で
大
谷
派
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
関

係
の
史
料
を
な
が
め
る
と
、
興
味
深
い
も
の
が
出
て

き
た
。
そ
れ
は
、
安
政
二
年
二
八
五
五
)
六
月
に

本
山
よ
り
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
の
御
影
を
模
写
し
た

「
蓮
如
上
人
御
影
」
が
富
山
県
の
城
端
別
院
へ
下
附

さ
れ
て
い
る
(
「
上
壇
問
日
記
」
)
が
、
そ
の
願
書

こ
斗
品
、

当
御
坊
之
儀
者

(
蓮
如
)

信
証
院
様
御
開
基
之
儀
ニ
御
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座
候
問
、
何
卒
等
身
之
御
影
此
度
頂
戴
仕
度
一
同
し
に
い
か
な
く
て
も
よ
く
、
近
い
所
で
拝
め
る
利
便

之
懇
願
ニ
御
座
候
、
尤
御
例
少
之
御
事
一
一
而
不
容
さ
は
、
蓮
如
に
対
す
る
思
い
入
れ
と
と
も
に
模
写
と

易
之
儀
と
ハ
存
候
得
共
、
格
別
之
御
慈
悲
を
以
蒙
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
蓮
如
御

御
免
申
度
偏
奉
願
上
候
、
万
一
等
身
之
御
影
被
成
影
の
模
写
は
、
生
き
た
蓮
如
に
身
近
か
な
場
所
で
会

御
免
御
儀
ニ
候
得
ハ
、
年
々
吉
崎
に
御
下
向
之
御
え
る
こ
と
に
な
る
。
御
文
(
章
)
の
説
教
を
聞
き
、

影
御
写
被
成
下
候
間
頂
戴
仕
度
奉
願
上
位
町
、
)
・
:
蓮
如
の
生
き
る
が
如
き
教
え
を
聞
く
よ
り
は
、
御
影

と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
城
端
別
院
は
蓮
如
の
方
が
よ
り
具
体
的
に
蓮
如
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
た

ゆ
か
り
の
寺
で
あ
る
の
で
、
蓮
如
「
等
身
之
御
影
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。

を
頂
戴
し
た
い
。
前
例
が
な
い
と
は
思
う
が
寸
一
同
こ
れ
は
、
蓮
如
が
寸
絵
像
ヨ
リ
ハ
名
号
ト
言
フ
ナ

之
懇
願
」
で
あ
る
の
で
、
格
別
の
御
配
慮
を
お
願
い
リ
L
(

日
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
流
と
同
じ

し
た
い
。
万
が
て
頂
戴
で
き
る
の
な
ら
「
年
々
吉
く
「
名
号
ヨ
リ
ハ
絵
像
、
絵
像
ヨ
リ
ハ
木
像
L

を
信

崎
に
御
下
向
」
に
な
る
御
影
を
い
た
だ
き
た
い
、
と
仰
の
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
に
通
ず
る
。
近
世
に
あ

い
う
文
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
一
つ
で
も
そ
の
方
が
理
解
さ
れ
易
く
、
宗
教
的
感
銘
を

同

之

懇

願

」

の

部

分

で

あ

る

。

覚

、

ぇ

易

か

っ

た

の

か

も

知

れ

な

い

。

城
端
別
院
の
門
徒
た
ち
は
、
か
ね
が
ね
士
口
崎
へ
参
城
端
の
地
に
し
ろ
、
穴
馬
の
地
に
し
ろ
蓮
知
御
影

詣
す
る
度
に
蓮
如
忌
の
隆
盛
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
に
対
す
る
考
え
方
は
真
宗
門
徒
で
あ
る
限
り
時
代
を

い
た
の
で
、
我
々
に
も
吉
崎
へ
毎
年
下
向
す
る
蓮
如
越
え
て
同
一
で
あ
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
蓮
如
を

御
影
と
同
じ
も
の
を
信
何
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
ほ
し
大
切
に
思
い
、
そ
の
御
影
H
絵
像
を
大
切
に
取
扱
う

い
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
門
徒
に
あ
っ
て
は
、
蓮
の
で
あ
る
。

如
の
「
等
身
之
御
影
」
が
自
分
た
ち
の
所
に
も
な
け
さ
ら
に
、
穴
馬
に
お
い
て
先
に
如
く
臨
時
的
に
し

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
感
情
の
表
れ
で
あ
り
、
い
か
ろ
蓮
如
の
御
影
を
仏
壇
の
近
く
に
お
迎
え
す
る
と
い

に
大
切
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
う
習
俗
は
、
最
近
蒲
池
勢
至
氏
が
説
か
れ
る
「
オ
ソ

わ
ざ
わ
ざ
遠
い
吉
崎
の
地
ま
で
蓮
如
の
絵
像
を
参
拝

l
ブ
ツ
」
と
い
う
真
宗
習
俗
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ

る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

全
国
的
に
調
査
さ
れ
た
蒲
池
氏
に
よ
れ
ば
、
「
オ

ソ
l
ブ
ツ
」
と
は
、
葬
式
に
当
っ
て
寺
院
よ
り
本
尊

を
借
り
て
き
て
、
終
る
と
返
し
に
い
く
と
い
う
。
動

座
習
俗
。
、
あ
る
い
は
そ
の
絵
像
・
本
尊
そ
の
も
の

を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
の
別
な
形
態
は
、

単
に
そ
の
本
尊
が
門
徒
の
聞
を
巡
回
す
る
グ
巡
行
習

俗
。
を
持
つ
も
の
も
含
め
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で

い
う
絵
像
・
本
尊
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
絵
像
リ
「
方

便
法
身
尊
像
L

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
「
オ
ソ

l
ブ

ツ
」
は
近
世
期
に
入
っ
て
暫
時
寺
院
化
し
て
い
く
以

前
の
道
場
、
そ
れ
も
グ
惣
道
場
。
の
元
本
尊
で
あ
っ

た
例
が
多
い
と
い
う
。
惣
道
場
へ
下
附
さ
れ
た
寸
方

便
法
身
尊
像
L

は
、
後
世
寺
へ
と
伝
来
す
る
も
の
と

門
徒
側
へ
払
い
下
げ
ら
れ
る
も
の
と
に
分
か
れ
る
。

前
者
は
グ
動
座
習
俗
8

を
持
つ
に
至
り
、
後
者
に
つ

い
て
は
か
巡
行
習
俗
。
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
。

後
者
の
パ
タ
ー
ン
・
性
格
が
穴
馬
に
お
い
て
は
蓮

如
御
影
す
な
わ
ち
「
蓮
如
さ
ま
」
に
も
引
き
ず
ら
れ

て
表
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
た

だ
し
、
「
オ
ソ

l
ブ
ツ
(
お
惣
仏
・
お
総
仏
)
」
の

ほ
と
ん
ど
が
葬
式
儀
礼
に
当
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
尊
像

が
動
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
{
八
馬
の
順
村
と
い
う
習
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俗
が
「
オ
ソ
|
ブ
ツ
」
的
性
格
を
持
つ
と
断
言
す
る

の
は
早
計
か
も
知
れ
な
い
。
い
さ
さ
か
性
格
は
異
な

る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
阿
弥
陀
仏
の
尊
像
が
親
驚
あ
る
い
は
蓮

如
の
絵
像
に
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
本
願
寺
歴
代
法
主

の
絵
像
に
変
化
し
た
と
し
て
も
、
門
徒
側
に
と
っ
て

は
同
じ
本
山
か
ら
の
下
附
物
で
あ
っ
た
か
ら
同
様
の

効
呆
を
生
み
出
し
て
き
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
寸
蓮
如

さ
ま
」
が
「
オ
ソ

l
ブ
ツ
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

も
首
肯
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
西
山
郷
史
氏
は
最
近
の
著
書
に
お
い

て
「
五
斗
如
来
し
と
称
さ
れ
る
本
願
寺
前
住
上
人
の

絵
像
が
葬
儀
お
よ
び
年
忌
に
当
っ
て
貸
し
出
さ
れ
た

り
、
さ
ら
に
親
鷺
・
蓮
如
の
画
像
が
出
る
場
合
も
あ

る
と
報
告
し
て
い
る
お
)
西
山
氏
の
研
究
フ
ィ
ー
ル

ド
で
あ
る
石
川
県
鹿
島
郡
あ
た
り
の
真
宗
篤
信
の
地

帯
に
こ
の
よ
う
な
習
俗
が
残
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事

実
は
、
同
じ
真
宗
に
育
て
ら
れ
て
き
た
北
陸
の
他
の

地
域
の
も
の
と
し
て
、
筆
者
の
仮
定
を
強
く
裏
付
け

て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
穴
馬
六
ケ
・
八
ケ
同
行
の
聞
を
か
つ
て
確

実
に
巡
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
客
仏
民
と
呼
ば
れ

た
親
驚
・
蓮
如
・
顕
如
・
教
如
な
ど
の
各
画
像
た
ち

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察
白

も
「
オ
ソ

l
ブ
ツ
」
的
性
格
、
特
に
グ
巡
行
習
俗
。

の
性
格
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

寸
蓮
如
き
ま
」
の
順
村
が
永
く
続
け
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
個
別
的
に
閉
鎖
さ
れ
て
き
た
穴
馬
の
各

部
落
の
住
民
の
信
仰
生
活
の
面
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、

山
村
生
活
全
般
に
わ
た
る
横
の
連
帯
感
が
ま
す
ま
す

強
固
に
な
っ
て
い
き
、
引
い
て
は
、
穴
馬
地
域
に
お

け
る
真
宗
信
仰
の
純
粋
化
・
高
揚
化
が
よ
り
推
進
さ

れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
順
村
と
い
う
年
中
行
事
も
九
頭
竜
、
タ
ム
建
設

に
伴
な
う
水
没
部
落
の
廃
村
・
移
転
に
よ
っ
て
永
ら

く
細
々
と
続
け
ら
れ
て
き
た
が
、
最
近
(
昭
和
六
三

年
)
に
な
っ
て
「
蓮
如
上
人
の
グ
御
影
像
ご
巡
回
。

三
三
年
ぶ
り
に
復
活
」
し
た
と
の
記
事
に
接
し
た
。

往
年
の
九
ケ
村
巡
回
と
い
う
形
に
一
反
る
こ
と
は
不
可

能
で
は
あ
る
が
、
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
伝
統
行

事
や
真
宗
習
俗
が
少
し
で
も
復
興
し
て
い
き
、
後
世

へ
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
い
限
り
で

あ
る
。

、王(
1
)
拙
稿
「
蓮
如
信
仰
の
一
考
察
」
付
・
口
、

『
若
越
郷
土
研

究
』
川
崎
の
4

・
5
平
成
元
年
。

(
2
)
千
葉
乗
隆
著
『
中
部
山
村
社
会
の
真
宗
』
所
収

六
四
i

一
六
五
頁
。
昭
和
四
六
年
。

(
3
)
福
井
県
教
育
委
員
会
編
『
穴
馬
の
民
俗
』
所
収

O
五
頁
。
昭
和
四
一
年
。

(
4
)
坪
内
晋
著
『
白
山
山
麓
の
真
宗
発
展
と
道
場
の
研
究
』
五

二
頁
。
昭
和
六
O
年。

な
お
、
そ
の
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
引
用
し
て
巡
回

地
域
の
変
遷
を
確
認
し
て
お
ヲ
」
う

0

・
:
・
:
九
ケ
講
の
蓮
如
画
像
は
近
年
穴
馬
六
区
(
下
伊

勢
・
久
沢
・
大
谷
・
荷
暮
・
下
半
原
及
び
上
秋
生
〈
但
し

旧
西
谷
村
〉
)
が
水
没
の
た
め
、
岐
阜
県
郡
上
郡
の
大
間

見
・
河
辺
・
神
路
の
三
区
と
、
犬
山
の
輿
正
寺
別
院
の
四

ケ
所
を
五
ヶ
月
交
替
で
巡
廻
し
て
い
た
。
尚
、
白
鳥
町
の

為
真
は
旧
穴
馬
よ
り
の
移
住
者
だ
け
が
加
入
し
て
い
た
。

(
5
)
こ
の
項
、
注
(
2
)
i
(
4
)
の
諸
書
の
他
に
『
和
泉
村
史
』

(
昭
和
五
二
年
)
・
『
ふ
る
さ
と
和
泉
』
(
昭
和
五
三
年
)
な

ど
も
参
考
に
し
た
。

(
6
)
穴
馬
同
行
座
談
会
に
お
け
る
記
事
。

『
中
外
日
報
』
昭
和
三
七
年
一
月
一
九
日
付
。

(
7
)
注
(
6
)
に
同
じ
。

(
8
)
千
葉
氏
前
掲
書
一
六
五
頁
。

(9)
穴
馬
九
ケ
同
行
の
直
参
化
問
題
は
本
願
寺
の
東
西
分
派
の

頃
よ
り
く
す
ぶ
り
続
け
て
お
り
、
興
正
寺
や
福
井
県
三
国
の

勝
授
寺
な
ど
の
寺
次
権
を
主
張
る
寺
々
と
九
ケ
同
行
と
の
間

同
書

同
書
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の
争
論
も
再
三
再
四
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
う
し
た
事
情
は
『
中
部
山
村
社
会
の
真
宗
』
・
『
穴
馬
の

民
俗
』
な
ど
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
『
真
宗
新
辞
典
』
一
四
九
頁
。

(
日
)
穴
馬
同
行
座
談
会
の
記
事
。

『
中
外
日
報
』
昭
和
三
七
年
一
月
二
三
日
付
。

(
ロ
)
東
本
願
寺
宗
学
院
編
修
部
編
『
東
本
願
寺
史
料
』
一
一
一

城
端
御
坊
蓮
如
上
人
御
影
願
の
項
。
同
書
一
二
四
頁
。

(
日
)
蓮
如
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

他
流
ニ
ハ
、
名
号
ヨ
リ
ハ
木
像
ト
云
ナ
リ
。
当
流
ニ
ハ
、

木
像
ヨ
リ
ハ
絵
像
、
絵
像
ヨ
リ
ハ
名
号
ト
云
ナ
リ
。

『
蓮
如
上
人
一
語
記
(
実
悟
旧
記
)
』
・
『
蓮
如
上
人
仰

条
々
』
な
ど
に
見
え
る
。

『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
四
四
四
・
四
七
五
頁
よ
り
。

(M)
蒲
池
勢
至
著
『
真
宗
と
民
俗
信
仰
』
八
六

i
一
O
七
頁
。

平
成
五
年
。

(
日
)
西
山
郷
史
著
『
蓮
如
と
真
宗
行
事
』
一
四
三
j

一
四
四
頁
。

一
九
九

O
(平
成
二
年
)
。

な
お
、
西
山
氏
の
紹
介
す
る
「
五
斗
如
来
」
と
い
う
習
俗

を
「
オ
ソ
|
ブ
ツ
」
の
一
事
例
と
し
て
蒲
池
氏
は
見
て
い
る
。

こ
れ
は
、
順
村
も
ま
た

1

オ
ソ

l
ブ
ツ
」
で
あ
る
と
い
う
可

能
性
を
一
万
す
も
の
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

(
凶
)
「
い
ず
み
村
の
伝
説
と
民
話
L

(

『
ふ
る
さ
と
和
泉
』
の

一
分
冊
)
九
四
頁
。

そ
の
他
、
注
(
2
)
j
(
4
)
の
諸
書
に
お
い
て
も
、

仏
」
・
「
惣
仏
」
と
し
て
、
順
村
あ
る
い
は
巡
回
し
て
い
る

こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

な
お
、
大
谷
派
の
六
ケ
同
行
・
八
ケ
同
行
の
歴
史
に
関
し

て
は
、
こ
れ
ら
の
諸
書
で
詳
説
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
オ
ソ

ー
フ
ツ
」
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
に
止
め
、
本
稿
に
お
い

て
詳
し
く
は
触
れ
な
い
で
お
く
。

(
口
)
『
福
井
新
聞
』
昭
和
六
三
年
八
月
一
六
日
付
。

こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
事
が
あ
る
の
で
述
べ
て
お
く
。

そ
れ
は

J
二
三
年
ぶ
り
。
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
新
聞
記
事

の
表
現
を
信
ず
れ
ば
、
昭
和
三

O
年
頃
に
は
途
絶
え
て
い
た

こ
と
に
な
り
、
千
葉
氏
・
重
松
氏
・
坪
内
氏
の
調
査
・
報
告

と
異
な
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
昭
和
六

O
年
の
調
査
で

も
巡
回
地
は
違
つ
て
は
い
る
も
の
の
綿
々
と
続
け
ら
れ
て
き

て
い
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
新
聞
記
事
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ

ル
な
標
題
で
読
者
の
目
を
引
く
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
は
あ

る
が
、
三
三
年
ぶ
り
に
復
活
し
た
と
い
う
の
は
蓮
如
御
影
が

美
濃
か
ら
越
前
へ
渡
っ
て
き
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
巡

回
と
い
う
行
事
が
復
活
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

ホ
γo。

客
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