
明
治
八
年
、
九
歳
の
こ
ろ
同
族
の
佐
伯
覚
栄
師
の
も
と
に
入
寺
、
翌
年
に
覚
栄
師
が
遷
化
し
た
た
め
、
そ
の
法
兄
に
あ
た
る
佐
伯
寛

応
師
に
あ
づ
け
ら
れ
、
お
経
の
素
読
を
習
っ
た
。
同
じ
年
、
管
主
、
千
早
定
朝
師
を
戒
師
と
し
て
、
受
戒
得
度
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
戒

名
を
覚
円
房
定
胤
と
い
う
。
塔
中
、
宗
源
寺
、
楓
実
賢
師
の
も
と
で
、
佛
耆
な
ど
の
学
習
を
始
め
た
。

そ
し
て
そ
の
頃
、
廃
佛
段
釈
が
全
国
的
に
盛
ん
で
、
奈
良
、
興
福
寺
の
五
重
塔
が
売
却
さ
れ
る
と
い
う
ゥ
ワ
サ
が
あ
っ
た
。
法
隆
寺
も

窮
乏
状
態
に
お
ち
い
り
、
寺
宝
を
い
ろ
い
ろ
献
上
し
て
、
宮
内
省
よ
り
壹
万
円
を
下
賜
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
十
二
の
頃
で

あ
っ
た
。
ま
た
寺
門
を
維
持
す
る
た
め
、
西
院
伽
藍
の
廻
廊
に
売
店
を
開
く
こ
と
を
許
し
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
、
そ
の
西
側
よ
り
出
火

す
る
騒
ぎ
が
お
こ
り
、
そ
う
い
う
出
店
を
禁
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
岡
倉
天
心
と
と
も
に
来
寺
、
東
院
夢
殿
の
秘
佛
、

の
次
男
、
俗
名
を
格
次
郎
と
い
う
。

老
師
は
慶
応
三
年
六
月
二
十
五
日
、
大
和
国
、
法
隆
寺
村
で
生
れ
た
。
父
の
名
は
喜
平
、
母
は
幾
枝
で
あ
っ
た
。
三
子
あ
り
、
師
は
そ

〈，

/人》
〃
＄
Ｊ
グ
ー
つ
り
？
・
卓
／
Ｒ
Ｌ
Ｊ
Ｆ
ｑ
ｆ
‐
Ｆ
ｏ
ｅ
ｆ
、
ｊ

と
業
績

マ
◆
‐
〃
Ｌ
も
ｂ
〃
６
９
◆
ｆ
や
‐
心
ｒ
、
〃
日
も
勺
や
畠
ｕ
Ｉ
ク
■
且

佐

伯
Ｉ

ｌ
法
隆
寺
の
故
和
上
を
偲
ん
で
Ｉ

一

定

胤

老

師

一
戸
田

貴
原
章
信
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即
ち
救
世
観
音
を
ひ
ら
か
し
め
た
の
は
、
明
治
十
七
年
、
十
八
の
頃
で
あ
っ
た
。

同
じ
年
、
京
都
、
清
水
寺
の
園
部
忍
慶
師
に
つ
れ
ら
れ
、
東
山
、
泉
涌
寺
、
佐
伯
旭
雅
師
の
も
と
に
入
門
、
倶
舎
、
唯
識
な
ど
を
学
習

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
旭
雅
師
、
五
十
七
の
頃
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
、
旭
雅
師
が
高
野
山
に
お
も
む
き
、
倶
舎
論
を
講
じ
た
こ

と
が
あ
る
。
諸
宗
の
弟
子
と
と
も
に
師
に
随
っ
て
登
山
し
た
。
初
め
先
量
寿
院
に
止
住
し
、
後
に
般
若
院
に
う
つ
る
と
い
う
。
こ
の
間
、

真
言
宗
の
学
徒
と
、
大
い
に
交
遊
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

明
治
二
十
四
年
、
二
十
五
の
と
き
！
旭
雅
和
上
は
そ
の
一
月
、
六
十
四
を
も
っ
て
遷
化
さ
れ
た
。
そ
こ
で
泉
涌
寺
、
雲
龍
院
に
お
い
て

倶
舎
論
を
、
ま
た
清
水
寺
に
お
い
て
初
学
者
の
た
め
、
百
法
問
答
抄
を
講
じ
た
と
い
う
。
後
に
奈
良
の
與
福
寺
に
う
つ
り
、
こ
れ
を
続
講

す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
法
隆
寺
に
か
え
り
、
塔
中
、
宗
源
寺
の
う
ち
に
勧
学
院
を
ひ
ら
き
、
同
法
の
学
徒
の
た
め
に
講
義
を
つ

づ
け
た
。
こ
れ
が
明
治
二
十
六
年
で
、
こ
の
当
時
の
誰
義
の
草
案
が
、
唯
識
三
性
及
五
重
唯
識
観
講
義
案
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
ま
た

同
じ
頃
、
倶
舎
論
玄
談
な
る
一
書
を
著
し
た
。
私
蔵
、
写
本
の
奥
書
に
は
、

已
上
〈
故
和
上
（
旭
雅
）
玄
談
卜
、
信
海
海
応
両
先
徳
ノ
玄
談
ト
ヲ
取
捨
シ
、
間
マ
愚
考
ヲ
加
へ
之
ヲ
録
シ
以
テ
譜
ノ
便
二
備
フ

明
治
二
十
四
年
十
月
六
日
於
京
都
東
山
泉
涌
寺
雲
龍
院
、
因
講
本
論
草
之
了

南
京
法
隆
学
問
寺
応
理
末
資
覚
円
房
定
胤
誌

明
治
二
十
五
年
三
月
第
二
日
於
東
山
清
水
寺
延
明
院
之
偶
居
、
養
痂
中
、
施
朱
点
校
之
了

覚
円
房

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
唯
識
、
倶
舎
な
ど
の
講
義
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
明
治
三
十
二
年
、
三
十
三
の
と
き
、
管
主
、
千
早
定
朝

師
が
示
寂
し
た
た
め
、
同
三
十
六
年
、
三
十
七
の
と
き
管
主
に
就
任
、
さ
ら
に
寺
門
の
経
営
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
寺

門
の
経
営
に
は
、
老
朽
し
荒
廃
し
た
佛
像
、
佛
具
、
そ
れ
に
佛
堂
の
修
理
と
い
う
、
大
事
業
が
眼
前
に
ひ
か
え
て
い
た
。
そ
し
て
聖
徳
太

子
、
千
三
百
年
御
忌
の
法
会
を
厳
修
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
明
治
三
十
六
年
、
三
十
七
の
と
き
、
ま
づ
西
院
伽
藍
の
中
門
（
飛
鳥
）
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ま
た
大
正
四
年
、
四
十
九
の
と
き
、
南
大
門
（
足
利
）
の
修
理
を
お
わ
っ
た
。

法
隆
寺
に
は
徳
川
時
代
こ
の
か
た
、
檀
家
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
千
三
百
年
御
忌
を
つ
と
め
る
た
め
、
ま
づ
そ
れ
の

奉
讃
会
を
結
成
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
明
治
四
十
二
年
の
頃
よ
り
、
し
ば
し
ば
上
京
し
、
高
楠
順
次
郎
＄
高
嶋
米
峰
、
黒
板
勝
美
、
正

木
直
彦
な
ど
の
諸
氏
に
謀
り
、
奉
讃
会
の
結
成
に
尽
力
し
た
。
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
頃
、
和
上
は
黄
色
に
そ
め
た
木
綿
の
こ

ろ
も
を
ま
と
い
、
つ
ね
に
上
京
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
大
正
六
年
、
五
十
一
の
と
き
、
徳
川
順
倫
侯
爵
を
奉
讃
会
の
会
長
に
推
戴
し
、
そ

れ
よ
り
四
年
後
、
大
正
十
年
、
さ
ら
に
久
邇
宮
を
そ
の
総
裁
に
奉
戴
し
て
、
い
よ
い
よ
千
三
百
年
御
忌
の
法
要
を
厳
修
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
一
生
一
度
の
大
法
要
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
和
上
は
五
十
五
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、
昭
和
八
年
、
六
十
七
の
こ
ろ
、
三
経
院
西
室
（
鎌
倉
）
の
修
理
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
法
隆
寺
に
は
、
な
お
急

ぎ
修
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
多
く
の
堂
塔
伽
藍
が
の
こ
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
そ
の
翌
年
に
、
貴
衆
両
院
の
議
員
、
二
十
余
名
、
文
部
省
の

係
官
な
ど
を
招
待
し
、
寺
中
全
般
の
現
状
を
、
く
ま
な
く
視
察
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
翌
年
に
、
こ
の
寺
の
修
理
事

業
を
す
す
め
る
た
め
、
文
部
省
の
う
ち
に
、
法
隆
寺
国
宝
保
存
事
業
部
と
、
そ
の
保
存
協
議
会
が
設
置
せ
ら
れ
、
い
よ
い
よ
本
格
的
な
修

理
事
業
が
、
国
費
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
た
。

昭
和
十
年
、
六
十
九
の
と
き
、
西
院
の
東
大
門
（
天
平
）
、
食
堂
（
天
平
）
、
細
殿
孫
倉
）
、
東
院
の
礼
堂
（
足
利
）
、
鐘
楼
（
天
平
）
な
ど

の
修
理
が
完
成
し
、
翌
年
に
西
円
堂
（
天
平
）
、
そ
の
翌
年
に
地
蔵
堂
（
足
利
）
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
大
講
堂
（
藤
原
）
、
そ
し
て
そ
の
翌
年

（
昭
和
十
四
年
）
に
は
、
東
院
の
夢
殿
（
天
平
）
と
、
そ
の
廻
廊
（
足
利
）
を
、
昭
和
十
五
年
に
東
院
の
南
大
門
（
足
利
）
、
昭
和
十
七
年
に

北
宝
院
本
堂
（
足
利
）
と
、
そ
の
表
門
（
足
利
）
、
昭
和
十
八
年
に
は
伝
法
堂
（
天
平
）
、
舎
利
殿
絵
殿
（
鎌
倉
）
、
昭
和
二
十
三
年
に
聖
霊
院

（
鎌
倉
、
昭
和
二
十
九
年
に
金
堂
、
五
重
塔
飛
鳥
）
の
修
理
が
お
わ
り
、
よ
う
や
く
そ
の
落
慶
法
要
が
つ
と
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
和

上
示
寂
の
二
年
後
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
昭
和
九
年
こ
の
か
た
二
十
年
の
歳
月
を
費
し
て
、
よ
う
や
く
修
理
の
大
事
業
は
終
っ
た
の
で
あ
る

こ
れ
に
よ
っ
て
、
和
上
は
ま
づ
大
事
業
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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題
法
隆
寺
国
宝
保
存
工
事
報
告
書
と
い
う
一
詩
が
あ
る
。

堪
瑳
聖
跡
歴
年
荒
な
げ
く
に
堪
え
た
り
聖
跡
歴
年
の
荒

監
史
督
工
修
故
堂
史
を
監
し
工
を
督
し
故
堂
を
修
す

落
慶
奏
功
輪
英
美
落
慶
奏
功
し
た
り
輪
奥
の
美

長
伝
国
宝
掲
霊
光
長
く
国
宝
を
伝
え
霊
光
を
掲
げ
ん

西
院
、
食
堂
修
理
の
と
き
、
そ
の
う
ち
か
ら
破
損
し
た
吉
祥
天
像
（
天
平
）
が
発
見
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
修
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

た
ま
た
ま
そ
の
靴
を
と
る
と
、
足
の
指
が
そ
の
爪
ま
で
、
み
ご
と
に
彫
り
だ
さ
れ
て
い
た
。
和
上
は
こ
れ
を
眺
め
て
、
昔
の
人
は
目
に
見

え
な
い
部
分
ま
で
、
丹
念
に
仕
上
げ
て
い
る
が
、
今
の
人
は
目
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
も
、
な
る
、
へ
く
手
が
か
か
ら
ぬ
よ
う
仕
上
げ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
で
は
、
と
う
て
い
永
遠
に
の
こ
る
よ
う
な
も
の
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
思
い
だ
さ
れ
る
。

昭
和
二
十
四
年
一
月
、
八
十
三
の
と
き
、
金
堂
が
炎
上
し
、
十
二
面
の
壁
画
は
惜
し
い
こ
と
に
損
焼
し
た
。
和
上
の
七
言
絶
句
が
あ
る
。

巳
丑
正
月
念
六
日
朝
失
火

炎
金
堂
賦
遣
悶
を
之
情

学
人
忘
汲
信
泉
清
学
人
は
汲
む
を
忘
れ
た
り
信
泉
の
清
な
る
を

徒
弄
戯
論
心
自
盲
徒
ら
に
戯
論
を
弄
ん
で
心
は
自
ら
盲
た
り

失
火
一
朝
災
聖
殿
火
を
失
し
一
朝
に
し
て
聖
殿
を
災
す

胸
懐
豈
忍
惨
睦
情
胸
懐
、
豈
に
惨
嵯
の
情
に
忍
び
ん
や

そ
れ
よ
り
数
年
前
の
こ
と
、
壁
画
模
写
の
事
業
が
始
め
ら
れ
た
頃
、
和
上
と
雑
談
し
た
こ
と
が
思
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
雑
談
の
う

ち
で
、
和
上
は
金
堂
壁
画
の
模
写
を
、
し
て
も
ら
い
た
く
な
い
と
云
わ
れ
た
。
壁
画
は
つ
く
ら
れ
た
も
の
、
諸
行
は
無
常
で
あ
る
。
そ
の

命
が
つ
き
た
な
ら
ば
、
必
ず
滅
び
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
学
者
先
生
や
画
伯
達
は
、
あ
れ
や
こ
れ
や
、
い
じ
り
ま
わ
し
、
か
え
っ
て
命
を

Fーn
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そ
し
て
和
上
の
唯
識
論
の
講
義
に
は
、
唯
識
述
記
が
併
せ
講
読
さ
れ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
唯
識
述
記
は
、
玄
英
三
蔵
が
唯
識

諭
を
訳
出
し
た
と
き
、
自
ら
印
度
で
習
得
し
て
き
た
学
識
に
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
講
述
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
講
述
を
玄
美
の

弟
子
、
慈
恩
が
筆
受
し
て
お
い
た
も
の
が
、
即
ち
唯
識
述
記
で
あ
る
。
唯
識
論
を
研
究
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
述
記
を
読
ま
な
く
て
は

な
ら
ぬ
が
、
し
か
し
こ
の
書
は
難
解
で
あ
る
。
和
上
は
そ
の
一
宇
一
句
を
綿
密
に
読
ま
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
国
訳
一
切
経
の
う
ち
、
唯

識
述
記
の
和
訳
と
そ
の
注
釈
（
後
半
欠
）
（
昭
和
十
三
年
）
を
み
る
な
ら
ば
、
明
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

唯
識
論
を
研
究
す
る
に
は
、
た
だ
唯
識
述
記
を
よ
む
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
補
う
も
の
が
、
慈
恩
の
唯
識
枢
要
で
あ

明
治
二
十
六
年
、
法
隆
寺
に
勧
学
院
が
開
設
さ
れ
て
こ
の
か
た
、
昭
和
十
九
年
、
院
生
が
こ
と
ご
と
く
出
征
し
て
休
講
と
な
る
ま
で
、

お
よ
そ
五
十
余
年
の
間
、
唯
識
論
、
倶
舎
論
な
ど
の
講
義
が
つ
づ
け
ら
れ
た
。
休
講
と
な
っ
て
か
ら
も
、
何
と
か
そ
れ
を
再
開
し
た
い
と

念
願
さ
れ
て
い
た
。
時
事
所
感
と
い
う
一
詩
が
あ
る
。

法
隆
学
問
寺
中
僧
法
隆
学
問
寺
の
中
に
僧
あ
り

道
統
綿
を
掲
法
燈
道
統
は
綿
灸
た
り
法
燈
を
褐
ぐ

講
論
漸
衰
如
日
没
講
論
は
漸
く
衰
え
日
の
没
す
る
が
如
し

奮
然
努
力
再
将
興
奮
然
と
努
力
し
て
再
び
ま
さ
に
興
さ
ん
と
す

し
か
る
に
、
こ
の
日
没
に
は
つ
い
に
夜
明
が
な
か
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
佛
道
の
伝
統
は
、
今
日
で
は
奈
良
、
薬
師
寺
の
長
老
、
橋
本
凝

胤
師
に
よ
っ
て
承
け
つ
が
れ
て
い
る
。

短
か
く
す
る
の
で
な
か
ろ
う
か
、
吐
き
だ
す
よ
う
に
、
つ
ぶ
や
か
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
生
命
を
短
か
く
す
る
よ
う
な
こ
と
が
、
現
実
に
起
謎

っ
た
の
で
あ
る
。
和
上
は
そ
れ
が
現
実
に
起
っ
た
と
き
、
自
身
の
清
浄
な
信
水
が
足
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
と
峨
悔
さ
れ
た
。
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る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
唯
識
論
の
文
々
句
々
を
解
釈
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
づ
唯
識
論
の
う
ち
問
題
と
な
る
本
文
を
あ
げ
、
そ
の
文
に
つ

い
て
、
述
記
に
は
な
い
委
し
い
解
釈
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
文
が
唯
識
論
、
何
巻
の
何
丁
に
あ
る
の
か
、
ま
た
述
記
で
は
何

巻
の
何
丁
に
、
そ
の
論
文
の
注
釈
が
み
ら
れ
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
解
ら
な
く
て
は
、
枢
要
の
注
釈
を
研
究
す
る
の
に
、
甚
し
い
不

便
が
あ
る
。
和
上
の
枢
要
に
は
、
そ
う
い
う
丁
づ
け
が
克
明
に
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
枢
要
の
難
解
な
文
句
に
つ
い
て
、
処
々
に
朱
注
が

見
ら
れ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

唯
識
論
の
注
釈
に
は
、
唯
識
述
記
の
他
に
、
さ
ら
に
唯
識
論
の
西
明
疏
、
そ
の
弟
子
、
道
証
の
唯
識
論
要
集
、
同
慧
観
疏
、
同
玄
範
疏

な
ど
、
六
家
の
注
釈
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
し
か
し
そ
の
解
釈
は
、
必
ず
し
も
慈
恩
の
そ
れ
に
一
致
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の

解
釈
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
、
明
か
に
し
な
け
れ
ば
、
慈
恩
の
解
釈
が
正
し
い
こ
と
に
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
明
か
に
す
る

た
め
に
作
ら
れ
た
の
が
、
慈
恩
の
弟
子
、
慧
沼
の
唯
識
了
義
灯
で
あ
る
が
、
こ
の
害
も
難
解
で
あ
る
。

そ
れ
に
こ
の
害
も
ま
た
前
の
枢
要
に
同
じ
く
、
唯
識
論
の
文
々
句
々
を
解
釈
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
一
節
の
文
が
、

唯
識
論
、
何
巻
の
何
丁
に
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
文
に
対
す
る
述
記
の
注
釈
は
、
何
巻
の
何
丁
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
知
ら
れ

ぬ
と
き
は
、
こ
の
害
の
研
究
に
甚
し
い
不
便
が
あ
る
。
和
上
の
了
義
灯
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
一
々
朱
の
書
入
れ
が
み
ら
れ
、
ま
た
そ
の

う
ち
難
解
な
文
句
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
朱
注
が
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
国
訳
一
切
経
の
う
ち
唯
識
了
義
灯
の
拙
訳
、
あ
る
い
は
そ
の
注
釈
な

ど
は
、
だ
い
た
い
和
上
の
手
沢
本
に
よ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

前
記
の
如
く
、
唯
識
述
記
は
難
解
の
害
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
特
に
難
解
の
文
句
に
つ
い
て
は
、
後
に
い
ろ
い
ろ
異
っ
た
解
釈
が
、
族
出

す
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
う
い
う
異
義
の
族
出
を
ふ
せ
ぐ
た
め
、
そ
れ
ら
の
文
句
を
、
正
し
く
解
釈
し
て
お
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
必
要
に
応
じ
て
作
ら
れ
た
の
が
、
慧
沼
の
弟
子
、
智
周
の
唯
識
演
秘
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
害
も
ま
た
前

の
了
義
灯
の
よ
う
に
、
述
記
の
文
々
句
々
に
対
す
る
注
釈
で
は
な
く
、
あ
る
一
部
分
の
注
釈
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
そ
の
述
記
の
文
句
は
何

巻
の
何
丁
に
あ
る
の
か
、
そ
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
な
ら
ば
、
極
め
て
便
利
で
あ
る
が
、
和
上
の
手
沢
本
を
み
る
と
、
そ
れ
が
一
々
害
入
れ
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ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
演
秘
の
文
句
に
対
す
る
和
上
の
注
釈
が
恥
随
処
に
見
ら
れ
る
。

お
よ
そ
以
上
に
お
い
て
、
い
か
に
和
上
が
唯
識
諭
、
唯
識
述
記
、
枢
要
、
了
義
灯
、
そ
れ
に
演
秘
な
ど
を
精
読
さ
れ
て
い
た
か
、
充
分

に
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
和
上
の
手
沢
本
は
、
現
に
法
隆
寺
に
遣
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
論
疏
に
説
か
れ
る

こ
と
は
、
た
だ
本
文
と
本
文
と
の
行
間
に
、
書
入
れ
ら
れ
た
注
釈
だ
け
で
は
、
と
う
て
い
理
解
し
が
た
い
所
が
多
い
。
そ
う
い
う
部
分
は
、

別
に
義
図
を
作
っ
て
理
解
す
、
へ
き
で
あ
る
が
、
和
上
は
、
そ
う
い
う
義
図
を
丹
念
に
つ
く
り
、
そ
れ
が
十
数
巻
の
書
冊
と
な
っ
て
残
る
の

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
等
は
＄
い
ま
で
も
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
こ
れ
が
整
理
せ
ら
れ
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

学
界
の
益
す
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
和
上
が
精
読
さ
れ
て
い
た
唯
識
論
の
注
釈
に
、
さ
ら
に
唯
識
同
学
抄
が
あ
る
。
唯
識
論
、
唯
識
述
記
、
枢
要
、
了
義
灯
、
そ
れ

に
演
秘
な
ど
に
は
、
随
処
に
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
古
来
、
種
を
な
る
論
義
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
よ

う
な
論
義
の
草
案
、
即
ち
論
草
が
、
わ
が
国
で
鎌
倉
時
代
に
、
唯
識
論
の
第
一
巻
よ
り
第
十
巻
に
い
た
る
順
序
に
し
た
が
い
、
千
二
百
あ

ま
り
編
集
さ
れ
た
も
の
が
、
即
ち
唯
識
同
学
抄
で
あ
る
。
こ
の
同
学
抄
に
つ
い
て
、
い
ま
の
論
題
は
本
論
の
何
巻
何
丁
に
あ
る
の
か
、
あ

る
い
は
述
記
な
ど
の
何
巻
何
丁
に
あ
る
の
か
、
克
明
に
そ
の
丁
付
け
が
記
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
述
記
、
枢
要
、
了
義
灯
、
演
秘
、

そ
し
て
同
学
抄
な
ど
に
お
い
て
、
木
板
の
印
刷
に
誤
字
が
多
く
、
と
う
て
い
、
そ
の
ま
ま
で
読
ま
れ
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
す
、
へ

て
訂
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
唯
識
諭
と
そ
の
注
疏
の
識
読
は
、
五
十
余
年
の
間
に
、
何
回
か
繰
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
講
読
の
成
果
が
、

昭
和
十
五
年
、
七
十
四
の
頃
、
新
導
、
成
唯
識
論
、
二
巻
と
な
っ
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
は
元
禄
板
、
成
唯
識
論
よ
り
、
そ
の
導
注
に
お

い
て
若
干
の
増
加
が
あ
り
、
ま
た
沈
玄
明
の
唯
識
論
後
序
、
索
引
な
ど
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
、
ほ
と
ん
ど
変
る
と
こ
ろ
は

な
い
。
旭
雅
本
の
唯
識
諭
に
は
、
多
く
の
冠
注
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
出
版
に
は
、
十
数
年
の
年
月
と
、
多
大
の
印
刷
費
が
必
要
で
あ
っ
た
。
唯
識
論
、
十
巻
の
う
ち
に
は
、
十
二
校
、
十
三
校
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唯
識
諭
の
講
読
と
と
も
に
、
さ
ら
に
和
上
に
は
倶
舎
論
の
講
読
が
あ
っ
た
。
こ
れ
も
何
回
か
繰
返
え
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
昭
和
八
年

の
頃
、
京
都
、
法
蔵
館
よ
り
倶
舎
論
の
注
釈
、
即
ち
光
記
宝
疏
（
元
禄
板
）
の
板
木
が
、
法
隆
寺
に
寄
進
さ
れ
た
。
そ
れ
に
大
阪
の
紙
問

屋
、
奥
田
藤
兵
衛
氏
の
浄
施
が
あ
り
、
光
記
、
宝
疏
そ
れ
ぞ
れ
二
十
部
が
新
し
く
手
摺
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
元
禄
板
の
宝

疏
で
は
、
周
知
の
如
く
、
そ
の
第
十
二
巻
は
欠
本
で
あ
る
が
、
大
正
の
初
頃
、
石
山
寺
の
経
蔵
に
お
い
て
、
藤
原
古
写
の
光
記
宝
疏
が
発

見
せ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
に
、
宝
疏
の
第
十
二
巻
も
ま
た
存
在
し
て
い
た
。

そ
れ
で
法
隆
寺
で
は
、
新
し
く
第
十
二
巻
の
板
木
を
お
こ
し
、
併
せ
印
刷
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
も
そ
の
新
し
く
印
刷
さ
れ
た
一
部

を
頂
き
、
い
ま
も
な
お
書
架
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し
く
印
刷
さ
れ
た
光
記
宝
疏
に
よ
っ
て
、
倶
舎
論
の
講
読
が
始

め
ら
れ
た
。
し
か
る
に
こ
の
元
禄
板
の
光
記
宝
疏
の
う
ち
に
は
、
誤
字
が
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
を
訂
正
し
な
く
て
は
、
と
う
て
い

正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
和
上
が
こ
れ
を
訂
正
さ
れ
て
い
た
こ
と
無
論
で
あ
る
が
、
前
に
昭
和
二
年
、
六
十
一
の
頃
、
大
正

大
蔵
経
の
出
版
に
あ
た
り
、
法
隆
寺
が
そ
の
第
四
校
合
所
（
唯
識
倶
舎
古
抄
本
）
と
な
っ
た
の
で
、
こ
の
と
き
石
山
本
に
よ
っ
て
、
す
で
に

光
記
宝
疏
の
訂
正
は
お
わ
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
倶
舎
論
の
講
読
に
は
、
光
記
宝
疏
が
併
せ
講
読
さ
れ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
の
講
読
の
方
法
は
、
ほ
と

の
校
正
を
重
ね
た
も
の
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
印
刷
屋
か
ら
の
苦
情
も
た
え
な
か
っ
た
。
ま
た
出
版
費
に
は
浄
財
の
寄
進
が
あ
っ
た
こ
と

は
、
そ
の
奥
書
に
記
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
原
稿
の
制
作
は
、
唯
識
述
記
、
枢
要
、
了
義
灯
、
そ
れ
に
演
秘
な
ど
の
原
稿

の
制
作
と
、
同
時
に
行
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
後
者
の
原
稿
も
ま
た
逐
次
、
組
版
、
印
刷
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
戦
争
激
化
の

た
め
か
、
あ
る
い
は
和
上
の
示
寂
の
た
め
か
、
い
ま
だ
実
現
の
は
こ
び
に
至
ら
ぬ
。
私
も
ま
た
こ
の
出
版
事
業
に
は
、
少
し
ば
か
り
因
縁

が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
思
出
は
つ
き
な
い
。

三
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明
治
三
十
六
年
、
和
上
が
三
十
七
の
頃
（
こ
の
と
き
管
主
職
を
ひ
き
う
け
た
）
太
子
三
経
の
講
讃
が
、
夏
安
居
と
し
て
始
め
ら
れ
た
。
こ
れ

は
年
々
、
五
月
十
六
日
よ
り
八
月
十
五
日
に
い
た
る
一
夏
九
旬
の
講
会
で
あ
る
。
法
隆
寺
に
お
い
て
三
経
の
講
讃
が
、
い
つ
頃
は
じ
め
ら

れ
た
か
明
か
で
は
な
い
．
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
貞
観
（
八
五
九
’
八
七
六
）
の
頃
、
こ
の
寺
に
道
詮
律
師
が
あ
り
、
東
院
の
夢
殿

を
復
興
し
、
太
子
三
経
の
講
讃
を
行
な
っ
た
と
い
う
。
現
に
そ
の
坐
像
が
夢
殿
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
晩
年
に
は
福
貴
（
平
群
の
山

奥
）
の
草
庵
に
隠
棲
し
、
そ
こ
か
ら
十
二
キ
ロ
余
の
道
を
、
夏
安
居
の
問
、
毎
日
、
往
復
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
そ
の
山
道
は
、
山
村
の
福
貴
か
ら
龍
田
川
の
右
岸
に
そ
っ
て
下
り
、
龍
田
村
で
橋
を
わ
た
り
、
さ
ら
に
法
隆
寺
に
い
た
る
の
で

あ
る
。
し
か
る
に
、
あ
る
年
の
こ
と
、
六
月
十
四
日
に
豪
雨
が
あ
り
、
龍
田
川
が
氾
濫
し
た
。
お
そ
ら
く
今
日
は
講
会
は
な
か
ろ
う
と
、

寺
側
で
思
っ
て
い
た
の
に
、
午
後
に
な
っ
て
道
詮
律
師
は
、
漸
く
寺
に
た
ど
り
つ
か
れ
た
。
そ
う
い
う
故
事
に
な
ら
っ
て
、
今
日
で
も
六

月
十
四
日
に
か
ぎ
り
、
午
後
に
講
会
が
始
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
口
伝
が
今
日
ま
で
残
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
、
い

》
フ
に
い
わ
れ
ぬ
貴
い
も
の
が
、
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

そ
の
後
、
鎌
倉
の
初
頃
、
解
脱
上
人
が
こ
の
寺
に
来
て
、
釈
迦
念
佛
会
を
修
せ
ら
れ
た
。
現
に
こ
の
寺
の
一
角
に
、
解
脱
坊
と
い
う
地

名
が
残
る
の
で
あ
る
。
そ
の
弟
子
に
璋
円
と
い
う
人
が
あ
っ
た
。
こ
の
寺
に
三
経
講
讃
が
始
め
ら
れ
、
そ
の
学
頭
に
な
っ
た
と
い
う
。
西

ん
ど
唯
識
論
の
そ
れ
に
変
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
今
日
で
も
、
和
上
が
朱
を
加
え
ら
れ
た
倶
舎
論
と
光
宝
二
記
～
そ
れ
に

多
く
の
義
図
な
ど
が
、
法
隆
寺
の
書
庫
に
残
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
倶
舎
論
に
お
い
て
は
、
円
暉
の
頌
疏
、
湛
慧
の
指
要
抄
、

普
寂
の
要
解
、
あ
る
い
は
林
常
の
法
義
な
ど
、
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
そ
の
普
寂
に
は
唯
識
諭
略
疏
、
唯
識
述
記
纂
解

な
ど
の
注
釈
も
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
は
全
く
参
照
さ
れ
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
普
寂
の
見
解
が
、
述
記
な
ど
の
解
釈
に
一
致

し
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
和
上
に
倶
舎
諭
玄
談
の
著
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
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聖
燭
千
年
修
養
庭
聖
朏
は
千
年
修
養
の
庭
な
り

九
旬
一
夏
講
三
経
九
旬
一
夏
を
も
っ
て
三
経
を
講
ず

慈
雲
含
潤
沃
春
草
慈
雲
は
潤
を
含
み
春
草
を
沃
す

枯
槁
四
生
玄
導
寧
枯
槁
の
四
生
は
玄
か
に
導
れ
て
や
す
し

そ
し
て
そ
う
い
う
講
讃
の
成
果
は
、
三
経
の
経
文
と
そ
の
義
疏
を
会
合
す
る
、
昭
和
会
本
、
三
経
義
疏
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
第

一
は
、
昭
和
十
二
年
、
七
十
一
の
頃
、
出
版
さ
れ
た
昭
和
会
本
、
維
摩
経
義
疏
で
あ
る
。
こ
の
出
版
に
は
私
も
校
正
の
手
伝
を
し
た
お
ぼ

え
が
あ
る
。
そ
の
翌
々
年
に
、
昭
和
会
本
、
勝
鬘
経
義
疏
が
発
行
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
寺
に
は
、
宝
治
（
二
一
四
七
’
一
二
四
八
）
板
、
勝

鬘
経
義
疏
の
板
木
が
あ
る
。
こ
の
宝
治
板
の
勝
鬘
義
疏
が
、
昭
和
十
五
年
に
手
摺
を
も
っ
て
発
行
せ
ら
れ
た
。

つ
ぎ
に
出
版
さ
る
ゞ
へ
き
は
法
華
経
義
疏
で
あ
る
。
昭
和
十
八
年
、
七
十
七
の
こ
ろ
、
日
夜
、
そ
の
出
版
に
苦
慮
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の

頃
、
時
局
は
い
よ
い
よ
切
迫
し
、
ど
う
し
て
も
果
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
終
戦
と
な
っ
て
か
ら
も
、
な
か
な
か
実
現
さ
れ
ず
、
つ
い

に
和
上
の
示
寂
を
む
か
え
た
。
昭
和
会
本
、
法
華
経
義
疏
（
和
訓
）
は
和
上
示
寂
の
翌
年
に
出
版
、
そ
の
百
カ
日
に
霊
前
に
そ
な
え
ら
れ

た
。
こ
れ
よ
り
前
、
昭
和
二
年
、
六
十
一
の
頃
、
御
草
本
、
法
華
義
疏
の
影
印
版
が
印
行
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
太
子
、
三
経
義
疏
の
出
版
は
完
成
を
み
た
の
で
あ
る
が
↑
な
お
和
上
に
は
勝
鬘
経
講
讃
の
著
が
あ
る
。
こ
れ
は
佛
教
奉
仕

キ
リ
る
一
華
討
が
生
め
る
。

室
（
に
し
む
ろ
）
の
南
妻
に
三
経
院
と
い
う
佛
堂
が
あ
る
。
こ
の
佛
堂
の
建
立
は
寛
喜
三
年
（
二
一
三
一
）
で
あ
る
が
、
（
別
当
記
）
、
こ
の

よ
う
な
三
経
院
の
建
立
は
、
璋
円
の
三
経
講
讃
に
む
す
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
寛
喜
三
年
よ
り
十
年
前
は
、
承
久
三
年
で
あ

り
、
こ
の
年
は
太
子
の
六
百
回
御
忌
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
太
子
の
三
経
を
譜
讃
す
る
三
経
院
は
、
あ
る
い
は
太
子
六
百
回
御
忌
の
紀
念

と
し
て
、
建
て
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
し
て
こ
の
太
子
三
経
の
講
讃
は
、
明
治
三
十
六
年
に
始
め
ら
れ
て
か
ら
、
和
上
示
寂
に
至
る
ま
で
続
け
ら
れ
た
が
、
安
居
講
経
と
題

59



会
に
よ
っ
て
昭
和
十
四
年
、
七
十
三
の
頃
に
出
版
せ
ら
れ
た
。
ま
た
法
隆
寺
に
は
嘉
禎
（
二
一
三
五
’
二
一
三
七
）
板
、
十
七
条
憲
法
の
板

木
が
あ
る
。
昭
和
二
十
二
年
、
八
十
一
の
頃
、
こ
れ
に
「
聖
徳
太
子
の
十
七
条
憲
法
に
つ
い
て
」
と
い
う
解
説
を
つ
け
て
印
行
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
よ
り
前
、
昭
和
十
五
年
、
七
十
四
の
こ
ろ
、
聖
徳
太
子
憲
法
玄
恵
注
抄
が
、
奥
田
正
造
氏
の
編
集
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
の

害
に
も
ま
た
和
上
の
意
向
が
、
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
玄
恵
は
鎌
倉
の
終
頃
、
初
め
て
朱
子
学
を
学
習
し
た

人
と
い
う
。

明
治
二
十
六
年
、
勧
学
院
が
開
設
さ
れ
て
か
ら
、
大
正
七
年
に
い
た
る
ま
で
、
お
よ
そ
二
十
五
年
の
間
に
、
和
上
の
教
を
う
け
た
人
が
、

一
八
○
名
あ
ま
り
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
同
窓
会
が
結
成
せ
ら
れ
、
こ
の
年
、
五
十
二
の
頃
、
そ
の
発
会
式
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
同

窓
生
の
う
ち
に
、
臼
杵
祖
山
、
生
桑
完
明
、
木
辺
孝
慈
、
沢
木
興
道
、
保
坂
玉
泉
、
山
田
玉
田
、
岸
信
宏
、
高
畠
寛
我
、
大
西
良
慶
、
佐

伯
良
謙
な
ど
諸
師
の
名
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
に
は
、
す
で
に
故
人
と
な
ら
れ
た
方
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
数
年
前
に
作
ら
れ

た
一
詩
が
あ
る
。

乃
賦
香
偶
伸
其
情

十
地
法
雲
行
路
難

不
如
軽
棹
願
船
安

大
心
深
入
一
乗
海

四
衆
仰
膣
愚
禿
鶯

こ
こ
に
一
乗
海
と
は
悲
願
の

恭
迎
見
真
大
師
六
百
五
十
忌
景

五

十
地
法
雲
の
行
路
は
難
な
り

軽
く
棹
さ
す
願
船
の
安
き
に
如
か
ず

大
心
は
深
く
一
乗
海
に
入
れ
り

四
衆
は
仰
謄
す
愚
禿
鶯

一
乗
で
あ
る
。
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宛
の
端
書
に
、

大
学
講
義
、
段
々
進
捗
、
来
（
二
月
）
十
三
日
に
て
終
了
可
仕
候
、
二
時
間
講
義
、
一
時
間
質
問
応
答
致
候
、
諸
博
士
の
珍

奇
な
る
、
幼
稚
な
る
質
問
に
は
、
只
驚
き
居
申
候
、
唯
識
は
従
来
考
へ
居
た
る
如
き
、
単
純
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
中
々
難
関

な
る
も
の
な
り
と
の
概
念
丈
与
へ
申
候
、
兎
に
角
、
何
れ
も
一
生
懸
命
に
熱
心
に
聴
講
申
居
候
。

と
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
翌
年
、
昭
和
二
年
は
和
上
華
甲
の
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
翌
年
、
同
窓
会
の
諸
師
は
法
隆
寺
に
参
集
し
華
甲
慶
祝

の
宴
を
ひ
ら
き
、
そ
し
て
そ
の
記
念
と
し
て
、
唯
識
三
類
境
義
本
質
私
記
を
出
版
、
和
上
に
献
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
害
は
前
に

東
大
で
行
わ
れ
た
講
義
の
草
案
に
、
さ
ら
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
和
上
華
甲
の
詩
が
あ
る
。

淵
黙
庵
中
華
甲
僧
淵
黙
庵
の
う
ち
に
華
甲
の
僧
あ
り

身
如
寒
石
骨
如
氷
身
は
寒
石
の
如
く
骨
は
氷
の
如
し

依
々
淡
々
伴
雲
水
吹
々
淡
を
と
し
て
雲
水
を
伴
う

日
向
人
間
説
上
乗
日
に
人
間
に
向
っ
て
上
乗
を
説
か
ん

こ
こ
に
淵
黙
庵
と
あ
ろ
は
‐
和
上
の
還
暦
記
念
と
し
て
、
神
戸
積
徳
会
よ
り
寄
進
さ
れ
た
茶
室
で
あ
っ
て
、
い
ま
も
塔
中
、
西
園
院
の

う
ち
に
あ
る
。
和
上
は
短
身
痩
躯
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
心
地
と
い
え
ば
、
行
雲
流
水
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
世
間
的
な
野
心
も
欲
念
も

何
も
な
か
っ
た
。
た
だ
願
う
と
こ
ろ
は
、
人
間
に
向
っ
て
上
乗
を
説
き
た
い
、
そ
う
い
う
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
和
上
の
説
法
は
決
し

て
雄
弁
で
な
か
っ
た
が
、
醇
之
と
し
て
説
き
去
り
説
き
来
り
、
そ
れ
が
延
々
と
つ
づ
く
の
で
あ
る
。
勘
学
院
の
講
義
な
ど
は
、
毎
日
毎
日

午
前
中
、
三
時
間
で
も
四
時
間
で
も
つ
づ
け
ら
れ
た
。
正
午
を
つ
げ
る
西
円
堂
の
鐘
が
、
段
々
と
ひ
び
く
の
で
あ
る
。
柿
喰
へ
ぱ
の
子
規

一
一
』
Ⅲ
リ
↓
４
、
一

冷
計
ユ
目
Ｉ
印
一

が
聞
い
た
、

大
正
十
五
年
、
六
十
の
こ
ろ
、
東
京
大
学
文
学
部
に
お
い
て
、
唯
識
三
類
境
義
の
講
義
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
感
想
を
佐
伯
良
謙
師

僧
正
の
講
釈
な
が
し
春
の
鐘

あ
の
鐘
で
あ
る
。
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迎
得
古
稀
七
十
年
迎
え
得
た
り
古
稀
の
七
十
年

浪
負
暖
飽
徒
耽
眠
浪
に
暖
飽
を
む
さ
ぼ
り
徒
ら
に
眠
に
ふ
け
る

由
来
未
報
四
恩
恵
由
来
い
ま
だ
報
ぜ
ず
四
恩
の
恵

漸
槐
織
摩
三
宝
前
蜥
槐
徴
摩
す
三
宝
の
前

九
歳
で
出
家
、
釈
尊
が
さ
だ
め
ら
れ
た
規
矩
に
し
た
が
い
、
如
法
に
修
行
さ
れ
て
き
た
和
上
で
あ
る
。
旭
雅
和
上
の
門
に
掛
錫
さ
れ
て

い
た
頃
、
一
日
の
休
講
が
あ
っ
た
。
手
許
に
な
か
っ
た
書
物
を
持
参
す
る
た
め
、
夜
を
徹
し
て
寺
に
帰
り
、
つ
い
で
に
久
潤
を
恕
す
る
た

め
そ
の
生
家
を
た
ず
ね
ら
れ
た
。
す
る
と
、
世
俗
の
縁
を
た
ち
き
っ
て
修
学
中
の
身
で
は
な
い
か
。
佛
弟
子
は
俗
門
に
入
っ
て
な
ら
ぬ
。

そ
う
い
う
母
の
力
づ
ょ
い
声
が
、
家
の
中
か
ら
ひ
び
い
て
き
た
。
そ
の
声
に
励
ま
さ
れ
て
踵
を
か
え
し
、
た
だ
ち
に
上
洛
さ
れ
た
と
い
う
。

法
隆
寺
か
ら
、
あ
ま
り
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
、
当
麻
と
い
う
村
が
あ
る
。
そ
こ
で
源
信
僧
都
は
生
れ
ら
れ
た
。
い
ま
私
は
そ
の
母
を
思
い

な
お
忘
れ
ら
れ
ぬ
。

昭
和
六
年
三
月
、
私
は
大
谷
大
学
を
卒
業
し
た
が
、
そ
の
頃
、
学
校
騒
動
が
あ
っ
た
た
め
に
＄
先
生
は
総
辞
職
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
さ

ら
に
研
究
を
つ
づ
け
た
い
も
の
に
と
っ
て
、
｝
」
れ
は
大
な
る
当
惑
で
あ
っ
た
。
や
む
な
く
郷
里
の
大
先
輩
、
住
田
智
見
先
生
に
相
談
に
お

も
む
い
た
と
こ
ろ
、
唯
識
の
学
習
を
つ
づ
け
た
い
な
ら
、
法
隆
寺
に
い
く
が
よ
い
。
法
隆
寺
に
は
唯
識
の
第
一
人
者
、
佐
伯
和
上
が
お
ら

れ
る
。
私
も
和
上
を
よ
く
存
じ
上
げ
て
い
る
の
で
、
す
ぐ
に
紹
介
状
を
か
く
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
出
か
け
る
よ
う
に
と
云
わ
れ
、
五
月

の
初
旬
、
そ
れ
を
も
っ
て
出
か
け
た
の
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
初
対
面
の
と
き
、
私
の
頭
は
長
髪
で
あ
っ
た
。
側
近
の
人
に
そ
の
髪
を
切
る

よ
う
に
す
す
め
ら
れ
、
門
前
の
理
髪
店
で
、
さ
っ
ぱ
り
と
切
り
お
と
し
、
そ
れ
か
ら
和
上
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
、
い
ま
も

そ
の
後
、
両

っ
た
。
そ
し
一

の
詩
が
あ
る
。

後
、
昭
和
九
年
！

そ
し
て
昭
和
十
一

六
十
八
の
こ
ろ
、
京
都
大
学
文
学
部
に
お
い
て
、
「
唯
識
学
に
お
け
る
文
義
聚
集
の
過
程
」
と
い
う
講
義
が
あ

年
は
七
十
の
古
稀
で
あ
る
。
同
窓
生
、
五
十
余
名
が
遠
近
よ
り
来
集
し
、
慶
祝
の
賀
宴
を
は
っ
た
。
和
上
自
寿

戸n
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そ
れ
か
ら
令
法
久
住
の
た
め
、
七
十
年
の
生
命
を
さ
さ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
間
に
実
現
さ
れ
た
数
々
の
成
果
に
つ
い
て
は
￥
す
で
に
前
記

の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
過
ぎ
て
き
た
七
十
年
を
か
え
り
み
る
と
、
い
か
に
も
夢
の
如
し
、
幻
の
如
し
で
あ
っ
た
。
和
上
は
精
進

の
人
、
自
身
を
規
制
す
る
こ
と
、
極
め
て
厳
な
る
人
で
あ
っ
た
。
ふ
と
和
上
の
心
地
を
か
す
め
た
も
の
、
そ
れ
は
い
ま
ま
で
徒
ら
に
、
惰

眠
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
晨
朝
の
聖
霊
院
（
し
ょ
う
り
ょ
う
い
ん
）
の
お
つ
と
め
で
、
ふ
か
く
繊

悔
の
頭
を
う
な
だ
れ
、
至
心
に
合
掌
さ
れ
て
い
る
老
和
上
の
す
が
た
は
、
ま
こ
と
に
高
潔
清
雅
で
あ
る
。

古
寺
の
紫
衣
の
ひ
じ
り
や
雪
の
朝

昭
和
十
二
年
十
一
月
、
七
十
一
の
こ
ろ
、
大
患
を
わ
ず
ら
っ
て
吐
血
、
危
篤
か
と
報
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
頃
、
身
辺
が
あ
ま
り
に
多
忙
で
、

つ
い
に
身
心
過
労
の
た
め
、
生
死
の
境
に
坊
程
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
翌
年
、
正
月
元
旦
の
詩
が
あ
る
。

旧
臘
突
如
二
豐
煩
旧
臘
突
如
と
し
て
二
の
豐
煩

四
支
顛
頼
気
昏
々
四
支
は
願
領
し
気
は
昏
々
た
り

不
知
履
端
門
前
景
知
ら
ず
履
端
（
元
旦
）
門
前
の
景

胡
坐
病
床
拝
至
尊
病
床
に
胡
坐
し
て
至
尊
を
拝
す

元
旦
を
む
か
え
た
が
、
門
前
の
景
色
を
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
や
む
な
く
病
床
に
畉
坐
し
て
、
一
心
に
至
尊
の
如
来
を
礼
拝
す
る
ば

か
り
で
あ
っ
た
。
死
に
直
面
し
た
も
の
が
、
祈
念
せ
ず
に
お
ら
れ
ぬ
こ
と
！
そ
れ
は
永
遠
の
生
命
に
、
直
ち
に
参
入
し
た
い
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
永
遠
の
生
命
は
即
ち
至
尊
で
あ
る
。
元
旦
の
病
床
に
、
衰
え
た
四
肢
を
お
こ
し
て
跣
坐
し
、
一
心
に
至
尊
を
礼
拝
さ
れ
て
い

る
大
徳
の
す
が
た
に
は
、
心
う
た
れ
る
も
の
が
あ
る
。
昭
和
十
八
年
は
和
上
喜
寿
の
年
で
あ
る
。
元
旦
の
口
占
が
あ
る
。

老
来
七
十
七
年
春
・
老
来
、
七
十
七
年
の
春

意
馬
心
猿
戯
六
塵
意
馬
心
猿
は
六
塵
に
戯
れ
る

た
さ
ず
に
お
ら
れ
ぬ
ｃ
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未
了
空
々
如
幻
夢
い
ま
だ
了
せ
ず
空
々
に
し
て
幻
夢
の
如
く
な
る
こ
と
を

廓
然
何
日
見
天
真
・
廓
然
と
し
て
何
の
日
に
か
天
真
を
見
ん

昭
和
九
年
の
初
夏
、
唯
識
論
の
講
義
が
満
講
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
記
念
と
し
て
、
門
下
生
と
と
も
に
、
笠
置
山
と
海
住
山
寺
に
あ

る
解
脱
上
人
の
墓
に
参
詣
さ
れ
た
。
そ
の
途
中
、
汽
車
の
中
で
、
し
き
り
に
和
上
は
書
見
さ
れ
て
い
た
。
何
の
本
か
と
、
の
ぞ
い
て
み
る

と
、
そ
れ
は
解
脱
上
人
の
愚
迷
発
心
集
で
あ
っ
た
。
解
脱
上
人
は
五
十
九
年
の
一
生
を
お
わ
る
と
き
、
そ
の
一
生
が
空
し
く
明
け
、
空
し

く
暮
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
わ
ず
か
な
善
を
修
す
る
に
も
、
名
聞
の
お
も
い
に
と
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
他
人
に
対

し
て
自
己
批
判
を
迫
る
と
き
は
、
極
め
て
厳
重
で
あ
る
の
に
、
自
分
は
一
向
に
自
己
批
判
し
よ
う
と
せ
ず
、
ま
こ
と
に
寛
大
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
自
身
が
愚
迷
の
凡
夫
な
る
故
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

和
上
は
解
脱
上
人
に
私
淑
さ
れ
て
い
た
。
和
上
も
ま
た
愚
迷
の
凡
夫
な
る
こ
と
を
告
白
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
の
古
稀
の
詩
に
も
、

う
か
が
わ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
心
は
ま
た
太
子
の
、
共
是
凡
夫
耳
と
あ
る
心
を
う
け
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
で
あ

れ
ば
、
廓
然
大
悟
の
日
は
な
い
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
和
上
の
深
い
な
げ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
そ
の
和
上
に
は
訪
来
観
菊
と
題
す

秋
夜
月
明
路
秋
夜
に
月
明
の
路
を

遙
随
北
雁
来
遙
か
に
北
雁
に
随
っ
て
来
る

離
辺
黄
白
菊
難
の
辺
に
黄
白
の
菊
あ
り

今
暁
幾
花
開
今
暁
に
幾
く
の
花
ひ
ら
く
や

こ
れ
は
悠
々
自
適
の
境
地
で
あ
る
。
開
い
た
菊
花
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
が
、
う
る
わ
し
く
開
い
て
い
た
。
北
雁
は
寒
冷
の
地
を
さ
け
て

南
国
に
来
る
と
い
う
。
寒
冷
の
北
地
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
煩
悩
の
氷
雪
に
、
と
ざ
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
北
地
か
ら
、
は

る
か
に
月
明
の
路
を
、
こ
こ
ま
で
、
た
ど
り
つ
い
た
。
あ
る
い
は
今
暁
ひ
ら
い
た
黄
菊
白
菊
は
、
龍
花
三
会
の
暁
に
ひ
ら
く
と
い
う
、
う

れ
ば
、
廓
然
大
悟
の
［

る
五
言
の
詩
が
あ
る
。
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作
ら
れ
た
。

る
わ
し
い
心
花
で
あ
っ
た
か
知
れ
な
い
。
昭
和
二
十
一
年
、
八
十
に
達
せ
ら
れ
た
。
失
題
と
い
う
一
詩
が
あ
る
。

八
十
修
禅
一
老
僧
八
十
修
禅
の
一
老
僧
あ
り

珈
跣
石
床
骨
如
氷
石
床
に
伽
跣
し
て
骨
は
氷
の
如
し

脱
然
淵
黙
煙
霞
地
脱
然
た
り
淵
黙
煙
霞
の
地

点
々
掲
焉
無
尽
燈
占
鱒
と
し
て
掲
げ
ん
無
尽
燈

八
十
と
い
え
ば
八
十
入
滅
で
、
ま
さ
に
入
滅
さ
れ
ん
と
す
る
釈
尊
を
思
わ
ず
に
お
ら
れ
ぬ
。
淵
黙
煙
霞
の
地
と
は
維
摩
、
入
不
二
法
門

の
相
で
あ
る
。
超
然
と
し
て
、
そ
う
い
う
境
地
に
あ
る
老
僧
で
あ
っ
た
。
無
尽
灯
は
維
摩
の
菩
薩
品
に
み
ら
れ
る
。
一
の
灯
が
二
つ
と
な

り
、
二
の
灯
が
三
つ
と
な
り
、
や
が
て
無
数
の
灯
と
な
る
よ
う
に
、
一
人
が
法
を
聞
き
、
こ
れ
を
次
か
ら
次
え
と
伝
え
る
な
ら
ば
、
限
り

な
く
佛
法
は
流
通
す
る
。
こ
れ
が
点
々
と
し
て
掲
げ
ん
無
尽
灯
で
あ
る
。

唯
識
三
十
頌
に
は
、
三
性
を
悟
入
す
る
こ
と
が
と
か
れ
、
非
不
見
此
彼
と
あ
る
。
此
（
円
成
実
性
）
を
（
証
）
見
ず
し
て
、
彼
（
依
他
起

性
）
を
見
る
も
の
に
あ
ら
ず
で
あ
る
。
摂
大
乗
論
に
は
、
こ
れ
が
蛇
繩
の
職
を
も
っ
て
と
か
れ
る
。
こ
れ
を
和
上
は
和
歌
に
よ
っ
て
、

繩
み
る
も

は
ら
ほ
う
蛇
と

迷
は
さ
る
ら
ん

と
伝
え
ら
れ
た
。
こ

麻
な
り
と
見
き
は
め
ぬ
れ
は

観
音
薩
睡
念
荊
私
記

非
不
見
此
彼こ

れ
も
ま
た
一

へへへ

遍 依円
計他成
所起実
執性｜生
､一三、－Z、一

の
無
尽
灯
で
あ
る
。
昭
和
二
十
三
年
、
八
十
二
の
こ
ろ
、
観
音
菩
薩
念
調
礼
文
と
い
う
観
音
和
讃
が

ハ 一

℃｡



苦
悩
死
厄
に
於
て

十
九
説
法
の
利
生
を
施
す

念
々
疑
を
生
す
る
勿
れ

普
門
示
現
の
故
に
は

常
念
恭
敬
の
苔
の
庭
に
は

円
通
自
在
の
故
に
は

清
く
七
難
三
毒
の
塵
を
払
ひ

恭
敬
礼
拝
の
窓
の
前
に
は

神
通
力
を
具
足
し
て

観
音
妙
智
の
力

大
垂
竺
小
崖
侶
娼
の
月

大
悲
施
無
畏
の
風

然
れ
は
則
ち

恭
し
く
惟
る
に

観
世
音
浄
聖
は

朗
か
に
二
求
両
願
の
影
を
弄
ふ

広
く
智
方
便
を
修
め
給
ふ

能
く
世
間
の
苦
を
救
ひ

三
十
三
身
の
応
現
を
垂
れ
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そ
う
、
↓
う
心
境
を
、
、

、

慈
眼
衆
生
を
視
そ
な
は
す

福
聚
る
こ
と
海
の
如
く
お
は
し
ま
す

是
の
故
に
応
に
頂
礼
す
へ
し

こ
れ
は
法
喜
三
昧
、
法
悦
三
昧
で
あ
っ
た
。
南
無
救
世
観
世
音
菩
薩
、
南
無
救
世
観
世
音
菩
薩
で
あ
る
。
毎
日
、
晨
朝
の
勤
行
は
、
い

ま
だ
暁
闇
の
あ
け
や
ら
ぬ
頃
、
聖
霊
院
で
始
め
ら
れ
た
。
そ
れ
が
こ
の
観
音
念
調
が
作
ら
れ
た
頃
に
な
る
と
、
い
よ
い
よ
早
く
な
っ
た
と

い
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
観
音
念
訶
を
、
毎
朝
、
読
詞
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
八
十
を
す
ぎ
ら
れ
た
老
僧
で
あ
る
。
寒
中
の
佛
堂
は
そ
こ

び
え
が
す
る
。
う
す
ぐ
ら
い
佛
堂
の
中
で
、
短
藥
の
灯
が
ヂ
ヂ
ッ
と
も
え
る
。
そ
れ
ほ
ど
静
か
な
佛
堂
で
、
白
い
真
綿
の
頭
巾
を
、
頭
か

ら
す
っ
ぽ
り
か
む
り
、
手
艫
を
か
か
え
な
が
ら
、
朝
づ
と
め
さ
れ
て
い
る
老
和
上
の
す
が
た
が
、
い
ま
も
眼
前
に
う
か
ん
で
く
る
。

朝
参
の
孤
堂
を
た
た
く
時
雨
か
な

そ
し
て
遷
化
の
前
年
、
春
の
頃
よ
り
身
体
に
異
例
を
生
じ
た
。
偶
成
と
題
す
る
一
詩
が
あ
る
。

八
旬
又
五
骨
残
朽
八
旬
に
し
て
又
五
な
り
骨
は
残
朽
せ
り

歯
落
耳
聲
如
木
偶
歯
は
お
ち
耳
は
聾
し
て
木
偶
の
如
し

惜
淡
無
心
空
寂
地
括
淡
た
り
無
心
空
寂
の
地

悠
々
物
外
一
閖
僧
悠
を
と
し
て
物
外
に
一
の
閑
僧
あ
り

木
偶
で
、
つ
い
に
老
醜
を
さ
ら
す
身
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
心
は
無
心
の
境
に
遊
ん
で
い
た
。
終
焉
を
き
ざ
む
音
が
、
絶
え
ま
な
く

心
耳
に
ひ
び
く
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
老
和
上
は
世
俗
に
超
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
世
俗
に
超
然
た
る
一
の
閖
僧
は
、
さ
ら
に
、

一
切
の
功
徳
を
具
し
て

能
く
依
佑
と
作
り
給
ふ
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春
来
三
臥
病
春
よ
り
こ
の
か
た
三
臥
の
病
あ
り

老
骨
抱
深
憂
老
骨
は
深
憂
を
い
だ
く

人
世
不
可
侍
人
の
世
は
侍
む
、
へ
か
ら
ず

鳴
呼
我
事
休
あ
些
我
が
事
は
休
す

こ
の
一
詩
は
無
題
で
あ
る
。
独
来
独
去
の
人
世
で
あ
っ
た
。
す
で
に
我
が
事
が
体
す
れ
ば
、
サ
イ
ナ
ラ
、
ア
リ
ガ
ト
で
あ
っ
た
。
老
朽

長
物
死
亦
佳
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
九
日
、
ま
た
病
臥
さ
れ
た
。
黄
疽
で
あ
っ
た
と
い
う
。

黄
色
捕
痂
身
黄
色
の
病
痂
の
身
な
り

何
時
化
白
銀
何
の
時
に
か
白
銀
に
化
せ
ん

尚
如
秋
粟
熟
な
お
秋
粟
の
熟
す
る
が
如
し

臥
楊
転
班
辛
楊
（
た
ふ
、
ゞ
ヘ
ッ
ト
）
に
臥
し
て
う
た
た
眼
辛
た
り

十
一
月
二
十
三
日
、
八
十
六
年
の
生
涯
を
と
じ
、
安
ら
か
に
遷
化
さ
れ
た
。
遺
言
な
ど
何
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
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