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【
要
約
】
　
時
宗
は
一
遍
を
宗
祖
と
仰
い
で
い
る
が
、
一
遍
の
時
代
に
は
ま
だ
教
団
的
な
ま
と
ま
り
も
な
く
、
彼
の
死
と
と
も
に
そ
の
集
団
は
瓦
解
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
そ
だ
い
し
ょ
う
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
あ
　
み
　
だ
ぶ
っ
し
ん
　
よ
う

こ
れ
を
再
興
し
て
教
団
と
し
て
組
織
し
た
の
は
コ
一
祖
大
上
人
」
と
称
さ
れ
る
他
阿
弥
陀
仏
真
教
で
あ
っ
た
。
真
教
は
地
方
武
士
の
要
請
を
う
け
い
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
し
ゅ
う

各
地
に
一
〇
〇
余
の
道
場
を
建
立
し
、
そ
こ
に
弟
子
の
時
衆
を
止
住
さ
せ
た
。
真
教
が
こ
れ
ら
の
江
住
時
衆
を
い
か
に
統
制
し
て
教
団
を
組
織
し
て
い
っ

た
か
、
彼
の
う
ち
た
て
た
方
針
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
追
究
し
た
の
が
小
稿
で
あ
る
。
　
　
　
史
林
　
五
一
巻
一
号
　
一
九
穴
八
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
時
衆
教
団
の
成
立
を
論
ず
る
の
に
さ
き
だ
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
教

団
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
限
定
し
て
お
く
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ

ろ
う
。

　
教
団
と
い
う
言
葉
は
、
現
在
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
使
わ
れ
て
い

る
。
法
律
的
に
言
え
ば
、
礼
拝
の
施
設
を
備
…
え
る
神
社
、
寺
院
、
教

会
、
修
道
院
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
団
体
を
包
括
し
て
、
教
派
、
宗

派
、
教
団
、
教
会
、
修
道
会
、
司
教
区
な
ど
の
区
別
を
た
て
、
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
す
．
驚
て
が
宗
教
団
体
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
教
派
は

主
と
し
て
神
道
系
、
宗
派
は
仏
教
系
、
教
会
・
修
道
会
・
司
教
区
は

キ
リ
ス
ト
教
系
で
、
こ
れ
ら
の
既
成
宗
教
に
属
さ
な
い
宗
教
団
体
、

つ
ま
り
新
興
系
の
そ
れ
を
指
す
言
葉
と
し
て
教
団
と
い
う
言
葉
は
使

用
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
霊
友
会
教
団
や
ピ
ー
エ
ル
教
団
な
ど
の
よ

う
に
教
団
と
名
乗
っ
て
い
る
団
体
が
新
興
宗
教
の
な
か
に
多
い
。
し

か
し
、
新
興
宗
教
の
ほ
か
に
も
教
団
と
い
う
い
い
か
た
は
使
わ
れ
て

　
②

い
る
。
仏
教
で
も
教
団
と
い
う
用
語
は
か
な
り
一
般
的
に
使
用
す
る
。

　
仏
教
で
い
う
教
団
と
は
、
ふ
つ
う
僧
伽
ω
き
σ
q
冨
の
訳
語
と
し
て

使
わ
れ
る
。
僧
伽
と
は
釈
尊
の
教
え
を
信
じ
受
戒
修
行
し
、
肌
さ
ら
に

そ
の
教
え
を
弘
伝
す
る
人
間
を
指
す
。
彼
等
は
僧
伽
藍
に
起
居
し
て
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「

仏
道
修
行
に
励
む
の
で
あ
る
。
僧
伽
藍
は
つ
ま
り
僧
院
で
あ
り
、
簡

単
に
言
え
ば
寺
で
あ
る
。

　
一
方
、
宗
教
社
会
学
の
定
義
に
よ
る
と
、
教
団
に
は
広
義
と
狭
義

　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
二
つ
が
あ
る
と
い
う
。
広
義
の
教
団
と
は
政
教
が
ま
だ
不
分
離
な

状
態
の
も
と
で
、
宗
教
教
団
が
政
治
団
体
や
経
済
団
体
と
密
接
に
結

び
つ
き
そ
れ
と
融
合
し
同
一
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
指
す
。
そ
れ

は
発
生
的
に
は
自
然
的
で
あ
り
、
社
会
構
成
の
面
か
ら
は
基
礎
的
な

も
の
で
あ
る
。

　
狭
義
の
教
団
と
は
ひ
と
び
と
が
族
縁
的
な
予
約
か
ら
解
放
さ
れ
て
、

信
仰
に
お
け
る
個
人
の
飼
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
あ
ら
わ

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
の
信
仰
内
容
に
よ
っ
て
強
く
結
ば
れ
て

い
る
。
そ
の
信
仰
は
も
ち
ろ
ん
、
教
祖
、
宗
祖
に
よ
っ
て
創
唱
さ
れ

た
も
の
で
訪
る
。
そ
れ
ら
は
ひ
と
つ
の
歴
史
的
所
産
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
成
立
期
の
政
治
的
経
済
的
な
い
し
は
思
想
的
条
件
に
よ
っ
て
影

響
を
受
け
で
お
り
，
ま
た
そ
れ
ら
の
社
会
的
条
件
の
変
動
に
よ
っ
て

歴
史
的
な
展
開
を
と
ザ
、
、
な
い
し
は
変
容
も
、
ま
た
は
分
裂
す
る
。

い
ま
、
私
が
こ
こ
で
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
狭
義

に
お
け
る
教
団
で
あ
る
。
こ
ご
で
い
う
の
は
仏
教
教
団
、
そ
れ
も
中

世
の
仏
教
教
団
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
の
成
立

芸
風
を
さ
き
の
僧
伽
の
理
解
を
前
提
に
し
て
、
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
考
え
た
い
。

　
卦
ず
、
教
団
に
は
他
教
団
か
ら
自
己
を
峻
別
す
る
信
仰
内
容
を
創

唱
し
た
教
祖
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
り
で
も
、
ま
た
ふ
た
り

以
上
で
も
よ
い
。
教
祖
は
じ
ぶ
ん
の
信
仰
内
容
が
独
自
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
ひ
と
に
ひ
ろ
め
よ
う
と
す
る
積

極
的
な
意
欲
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
教
祖
が

い
く
ら
独
自
の
信
仰
を
強
調
し
て
も
、
そ
れ
を
信
じ
、
か
れ
に
帰
依

す
る
信
徒
が
い
な
け
れ
ば
話
に
な
ら
な
い
。
信
徒
に
は
専
門
の
仏
道

修
行
老
i
つ
ま
り
比
丘
（
僧
）
と
比
丘
尼
（
尼
）
が
あ
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
中
世
日
本
仏
教
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
仏
教
が
在

家
仏
教
と
し
て
展
開
す
る
こ
之
に
あ
る
か
ら
、
僧
尼
の
ほ
か
に
在
俗

の
信
者
が
存
在
す
る
。

　
在
俗
の
信
者
は
世
俗
生
活
を
続
け
て
い
る
か
ら
、
各
自
の
家
庭
生

活
を
営
み
な
が
ら
、
信
仰
に
励
む
の
で
あ
る
が
、
専
門
の
仏
道
修
行

者
盟
僧
尼
は
僧
伽
監
で
集
団
生
活
を
営
む
の
が
建
前
で
あ
る
。
そ
こ
■

で
僧
房
が
ま
ず
必
要
に
な
る
。
僧
房
の
支
部
が
、
つ
ま
り
本
寺
に
対

す
る
末
寺
で
あ
り
、
あ
る
い
は
道
場
と
も
呼
ば
れ
る
。
教
団
に
は
礼

拝
の
施
設
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
常
時
礼
歯
す
る
た
め
に
は
ぜ
ひ
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と
も
そ
の
よ
う
な
僧
房
や
道
場
な
ど
の
施
設
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
教
導
に
は
、
創
唱
者
H
教
祖
、
信
仰
内
容
睦
教
義
、
帰
依
者

一
教
徒
、
礼
拝
施
設
一
教
会
の
四
つ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
と
こ
ろ
で
教
義
に
は
異
端
が
つ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
異
端

を
防
ぐ
た
め
に
統
制
の
規
定
が
作
ら
れ
、
ま
た
教
義
を
具
体
的
に
表

現
す
る
た
め
に
種
々
の
礼
拝
儀
礼
が
定
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
中
世

に
あ
っ
て
は
、
教
団
は
必
ず
し
も
安
定
的
、
恒
常
的
な
も
の
と
は
限
ら

な
い
。
教
団
の
規
糊
が
一
般
的
に
緩
慢
だ
か
ら
、
教
団
は
な
お
流
動

的
な
一
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
充
分
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
本
稿
で
は
、
教
団
と
い
う
も
の
を
お
お
む
ね
以
上
の
よ
う
に
考
え
、

一
遍
に
始
ま
る
時
衆
が
教
団
と
し
て
の
実
体
を
も
つ
よ
う
に
な
る
時

点
は
い
っ
か
、
ま
た
そ
れ
は
中
世
の
仏
教
全
体
の
中
で
ど
ん
な
位
概

を
占
め
る
の
か
、
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
仏
教
の
内
包
し

た
問
題
点
を
そ
こ
か
ら
の
ぞ
き
見
た
い
と
思
う
。

【
、
　
遍
と
時
衆

　
時
宗
の
開
祖
は
一
遍
房
智
真
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
遍
そ
の
ひ
と

に
は
、
一
宗
一
派
を
創
め
て
じ
ぶ
ん
が
そ
の
開
祖
に
な
ろ
う
、
と
い

う
意
図
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
一
遍
は
か
れ
が
率
い

て
い
た
集
団
を
時
衆
と
称
し
た
だ
け
で
あ
る
。
時
衆
と
い
う
言
葉
は

一
遍
の
創
唱
し
た
言
葉
で
は
な
い
。
善
導
の
「
往
生
礼
讃
」
に
よ
っ

て
昼
夜
六
時
に
阿
弥
陀
仏
の
謙
徳
を
讃
歎
す
る
行
法
を
お
こ
な
う
こ

と
は
浄
土
家
の
古
く
か
ら
行
じ
た
と
こ
ろ
で
こ
れ
を
六
時
念
仏
衆
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

称
し
た
が
、
時
衆
と
は
こ
の
六
時
念
仏
衆
の
略
称
で
あ
る
。
有
名
な

門
帰
三
宝
偏
し
の
冒
頭
に
も
「
道
俗
時
衆
等
」
の
語
が
あ
る
よ
う
に
、

時
衆
の
語
は
聖
教
に
も
見
え
、
当
時
に
あ
っ
て
は
か
な
り
一
般
化
し

た
普
通
名
詞
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
遍
は
じ
ぶ
ん
の
率
い
る
集
団
を

指
す
言
葉
に
こ
の
時
衆
の
語
を
借
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

の
時
衆
が
時
宗
と
書
く
よ
う
に
な
る
の
は
一
般
的
に
は
近
世
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
っ
て
、
中
世
で
は
主
と
し
て
時
衆
の
語
が
使
わ
れ
て
い

る
の
で
、
中
世
を
対
象
と
す
る
本
稿
で
も
こ
れ
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
さ
き
に
一
遍
が
率
い
た
時
衆
を
、
集
団
と
の
み
呼
ん
で
こ

れ
を
教
団
と
呼
ば
な
か
っ
た
。
結
論
か
ら
さ
き
に
言
え
ば
一
遍
の
存

命
中
は
時
衆
は
ま
だ
教
団
と
は
呼
べ
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。
何
故
、

ま
だ
教
団
と
は
呼
べ
な
い
か
。
ま
ず
順
序
と
し
て
、
一
遍
が
率
い
た

時
衆
集
団
の
規
模
や
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
遍
が
じ
ぶ
ん
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
ひ
と
に
教
え
ひ
ろ
め
よ
う
と

い
う
意
図
を
も
っ
て
旅
に
出
た
の
は
文
永
十
一
年
（
＝
一
七
四
）
二
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月
八
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
『
一
遍
蔓
質
』
に
よ
れ
ば
か
れ
は
超
一
、

超
二
と
念
仏
房
・
聖
戒
の
同
行
四
人
を
あ
い
具
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
超
一
と
超
二
は
顔
を
白
く
塗
っ
て
そ
の
表
情
に
も
女
性
を
思
わ
せ

る
優
し
さ
が
見
ら
れ
る
。
超
二
の
ほ
う
は
小
さ
く
童
形
に
描
か
れ
て

お
り
、
服
装
も
衣
と
袈
裟
の
出
家
姿
で
頭
に
も
被
り
も
の
を
し
て
い

る
か
ら
、
少
女
を
描
い
て
い
る
の
か
少
年
な
の
か
は
絵
か
ら
は
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
念
仏
房
は
従
者
で
あ
ろ
う
。
聖
戒
は
一
遍

の
弟
と
も
従
弟
と
も
伝
え
、
『
一
遍
聖
跡
』
の
編
者
で
あ
る
が
、
五

六
ケ
日
お
く
れ
て
、
伊
豫
の
桜
井
で
後
日
の
再
会
を
約
し
て
別
れ
る
。

桜
井
は
往
昔
の
越
智
の
国
府
、
現
在
の
今
治
の
南
二
里
ほ
ど
の
地
で

あ
る
が
、
絵
巻
物
は
桜
井
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
桜
花
豊
野
の
下
に
別

離
を
惜
し
む
聖
戒
を
描
き
出
し
て
い
る
。
聖
戒
に
と
っ
て
は
終
生
忘

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
感
激
の
ひ
と
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と

も
か
く
、
一
遍
は
女
・
子
供
連
れ
の
主
従
町
名
で
故
郷
を
出
発
し
た

の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
は
、
当
初
の
一
遍
の
念
仏
勧
化
の
旅
が
ま
ず
身
辺
の
縁

者
な
い
し
郎
従
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
唐
草
と
別
れ

た
一
行
の
姿
は
、
天
王
寺
か
ら
高
野
山
へ
参
詣
し
、
さ
ら
に
熊
野
へ

と
志
し
て
そ
の
山
中
で
、
念
仏
の
札
を
受
け
取
る
の
を
か
た
く
な
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

拒
否
す
る
ひ
と
り
の
僧
に
行
き
逢
っ
た
時
に
も
、
一
遍
は
超
一
・
超

二
・
念
仏
房
の
三
人
を
連
れ
て
い
た
。

　
こ
の
僧
の
か
た
く
な
な
拒
否
に
あ
っ
て
、
一
遍
は
念
仏
勧
化
の
方

法
に
つ
い
て
の
確
儒
が
も
て
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
一
遍
は
熊
野
本

宮
証
誠
殿
に
参
籠
し
て
神
の
冥
助
を
仰
ぎ
、
つ
い
に
神
託
を
蒙
っ
て

頓
悟
成
道
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
現
在
、
時
宗
で
は
こ
の
時
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
時
宗
開
創
の
時
と
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
同
年
六
月
十
三
臼
に
新
宮
か
ら
受
戒
に
送
っ
た
一
遍
の

消
息
に
は
「
今
は
お
も
ふ
や
う
あ
り
て
、
同
行
等
を
も
は
な
ち
す
て

っ
」
と
あ
っ
て
、
一
遍
は
女
・
子
供
・
従
者
連
れ
と
い
う
な
ま
つ
ち

ょ
ろ
い
旅
を
清
耀
し
て
、
誰
の
力
も
借
り
ず
に
、
た
だ
じ
ぶ
ん
ひ
と

り
の
力
だ
け
で
念
仏
勧
進
に
ぶ
つ
か
る
覚
悟
を
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

時
衆
の
歴
史
は
、
か
く
し
て
一
遍
の
ひ
と
り
旅
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ

の
意
味
で
は
超
一
・
超
二
・
念
仏
房
な
ど
を
連
れ
て
い
た
一
行
は
時

衆
の
前
史
で
あ
っ
て
も
、
時
衆
の
歴
史
の
は
じ
め
で
は
な
か
っ
た
と

言
わ
ね
ば
、
な
ら
な
い
。

　
一
遍
は
単
身
で
熊
野
か
ら
京
を
め
ぐ
り
、
西
海
道
を
経
て
建
治
元

年
（
一
二
七
五
）
秋
の
こ
ろ
、
本
国
伊
豫
に
帰
り
、
国
中
を
あ
ま
ね

く
勧
進
し
て
翌
年
九
州
へ
渡
り
、
師
僧
で
あ
る
野
里
を
訪
ね
、
さ
ち
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に
九
州
一
円
を
勧
進
し
て
ま
わ
っ
た
が
、
ひ
と
り
旅
の
勧
進
聖
に
供

養
を
ほ
ど
こ
す
人
も
ま
れ
で
、
た
だ
縁
に
随
い
足
に
任
せ
て
歩
き
ま

わ
り
、
　
「
山
路
に
日
く
れ
ぬ
れ
ば
苔
を
は
ら
い
て
露
に
臥
し
、
漢
門

に
天
あ
け
ぬ
れ
ば
檎
を
わ
け
て
雲
を
踏
む
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
、

ま
た
『
一
遍
上
人
年
譜
略
』
の
記
述
に
従
え
ば
、
聾
禽
三
三
癩
人
乞

句
等
が
三
飯
の
供
養
を
受
け
ん
が
た
め
に
随
従
し
た
と
い
う
。
当
時

の
九
州
は
文
永
十
一
年
（
＝
一
七
四
）
の
蒙
古
軍
の
来
憲
で
博
多
付

近
が
憲
掠
さ
れ
た
の
に
懲
り
て
、
九
州
の
御
家
人
は
い
う
に
及
ば
ず

西
国
の
非
御
家
人
ま
で
も
動
員
し
て
、
筑
前
笛
崎
か
ら
今
津
に
至
る

海
岸
線
に
石
塁
を
構
築
し
て
い
る
最
中
で
、
物
情
騒
然
と
し
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
す
さ
ま
じ
い
ば
か
り
の
九
州
の
旅
の
終
り
に
一
遍
は
豊
後
の

大
友
兵
庫
頭
頼
泰
に
帰
依
さ
れ
て
し
ば
ら
く
逗
留
し
て
い
る
間
に
、

真
教
を
弟
子
に
し
て
他
阿
弥
陀
仏
と
名
乗
ら
せ
、
こ
れ
を
最
初
の
弟

子
と
し
て
惣
じ
て
同
行
七
八
人
を
梢
具
し
て
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）

夏
の
比
、
伊
豫
に
渡
っ
た
。
単
独
の
勧
進
聖
で
あ
っ
た
一
遍
個
人
か

ら
、
一
遍
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
る
遊
行
の
時
衆
集
団
へ
発
展
し
た
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
一
遍
聖
絵
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
後
の
一
遍
集
団
の
人
的
規

模
は
大
略
次
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

○
備
前
藤
井
の
吉
備
津
宮
の
神
主
の
妻
女
が
一
遍
の
話
を
聴
聞
し
て
俄
か
に

　
発
心
し
て
出
家
を
遂
げ
る
場
に
号
し
て
い
る
二
人
の
弟
子

○
近
江
の
守
山
の
ほ
と
り
の
啖
魔
堂
で
山
門
東
塔
桜
本
の
兵
部
竪
乞
田
豪
と

　
法
門
を
談
ず
る
一
遍
に
従
う
十
九
名
以
上
の
三
三

○
信
濃
の
佐
久
郡
の
大
井
太
郎
の
館
か
ら
出
て
ゆ
く
一
遍
の
一
行
は
十
五
名

○
近
江
の
小
野
寺
で
雨
に
濡
れ
て
駆
け
込
む
十
七
名
ば
か
り
の
弟
子

○
奥
州
江
刺
郡
の
祖
父
通
信
の
墳
墓
を
め
ぐ
っ
て
転
回
念
仏
す
る
二
十
名
の

　
弟
子

○
奥
州
路
の
雪
景
の
中
を
歩
く
十
七
名
の
時
衆

○
鎌
倉
に
入
ろ
う
と
す
る
二
十
二
名

○
淡
路
に
渡
る
の
に
小
舟
三
隻
に
分
乗
す
る
二
十
六
名
の
弟
子

　
こ
の
八
例
は
い
ず
れ
も
一
遍
が
率
い
た
時
衆
集
団
の
人
数
の
う
ち

で
比
較
的
数
え
や
す
い
も
の
を
摘
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
　
『
一
遍
聖

絵
』
に
描
か
れ
た
も
の
は
、
そ
の
と
き
ど
き
で
多
少
の
異
同
は
あ
る

が
、
だ
い
た
い
十
五
名
か
ら
二
十
六
名
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

人
数
は
描
写
の
つ
こ
う
で
若
干
の
省
略
が
あ
る
と
し
て
も
、
ほ
ぼ
三

十
名
ほ
ど
ま
で
の
人
数
が
一
応
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
は
、
私

は
こ
の
三
十
名
と
い
う
数
は
、
　
一
遍
の
率
い
る
時
衆
集
団
の
実
数
を

か
な
り
正
し
く
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
第
一
の
理
由
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は
『
一
遍
聖
絵
』
の
描
写
の
驚
く
べ
き
忠
実
さ
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な

い
。
先
年
、
岩
手
県
で
祖
父
通
信
の
墳
墓
と
考
え
ら
れ
る
ヒ
ジ
リ
塚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
調
査
が
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
は
『
一
遍
聖
絵
』
の
写
生
画

と
し
て
の
正
確
さ
を
ま
す
ま
す
立
証
し
た
。
第
二
に
は
、
遊
行
に
際

し
て
の
宿
舎
に
村
堂
的
な
小
堂
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ

と
か
ら
逆
推
す
れ
ば
、
三
十
名
以
上
の
集
団
で
は
収
容
し
き
れ
な
い

場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
村
堂
の
規
模
か
ら
時
衆

の
人
数
が
制
約
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
考
え
方
は
児
戯
に
似
て
い
る
と

思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
か
な
り
重
要
な
意
味
を

も
っ
て
い
た
。
野
宿
の
可
能
な
夏
場
は
ま
だ
よ
い
と
し
て
も
、
冬
期

は
風
雨
を
し
の
ぐ
屋
内
で
の
夜
泊
が
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
、
宿
舎
か

ら
人
数
が
欄
約
さ
れ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
仕
儀
で
あ
っ
た
。
清
浄

光
寺
に
今
も
伝
え
ら
れ
る
弘
安
元
年
（
＝
一
七
八
）
の
コ
期
不
断

念
仏
結
番
」
に
よ
れ
ば
八
名
ず
つ
の
六
番
、
つ
ま
り
弥
陀
四
十
八
願

に
擬
し
て
四
十
八
名
の
僧
衆
を
結
期
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
不

断
念
仏
結
紐
の
必
要
か
ら
少
く
と
も
四
十
八
名
の
時
衆
を
引
率
し
た

よ
・
凱
に
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
不
断
念
仏
結
番
に
は
正
し
く
は

僧
方
と
掘
方
の
両
者
の
存
在
が
予
測
さ
れ
る
か
ら
事
実
は
九
十
六
名

の
僧
尼
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
合
計
す
れ
ば
百
名
近
い
大
集

団
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
私
も
一
時
は
そ
の
よ
う
に
考

え
、
一
遍
が
百
名
近
い
時
衆
を
率
い
て
い
た
と
考
え
て
み
た
が
、
こ

れ
は
事
実
と
は
考
え
難
い
。
弘
安
元
年
の
「
一
期
不
断
念
仏
結
番
」

は
、
妻
女
に
俄
か
に
出
家
さ
れ
て
逆
上
し
た
吉
備
津
宮
の
神
主
の
子

息
が
備
前
福
岡
市
で
一
遍
に
追
い
つ
き
、
一
遍
を
殺
害
し
よ
う
と
し

た
が
、
逆
に
｛
遍
か
ら
異
常
な
感
動
を
う
け
て
讐
を
き
っ
て
出
家
し
、

そ
の
ほ
か
「
弥
阿
弥
陀
仏
・
相
阿
弥
陀
仏
を
は
じ
め
と
し
て
出
家
を

と
ぐ
る
も
の
惣
じ
て
二
百
八
十
余
人
侍
り
け
り
」
と
い
う
大
量
の
入

信
を
記
念
し
て
行
な
わ
れ
た
一
種
の
記
念
行
事
で
あ
っ
て
、
こ
の
三

番
帳
が
そ
の
ま
ま
一
遍
の
率
い
る
遊
行
集
団
を
数
量
的
に
示
す
基
準

と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
に
は
清
浄
光
寺
の
「
往
古
過
虫

帳
」
僧
尼
二
帖
の
記
載
か
ら
考
え
て
も
、
遊
行
す
る
一
遍
の
集
団
を

百
名
と
考
え
る
よ
り
三
十
名
ば
か
り
と
考
え
る
ほ
う
が
適
合
的
で
あ

る
と
私
は
思
う
。

　
私
は
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
一
遍
の
集
団
の
数
は
二
十
名
な

い
し
三
十
名
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
こ
れ
ら
の
遊
行
時
衆
は
一
遍
と

そ
の
遊
行
の
旅
を
す
る
必
要
か
ら
で
き
る
限
り
信
心
の
堅
固
な
も
の
、

身
体
の
強
健
な
も
の
が
厳
選
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

弘
安
五
年
（
ご
一
八
二
）
七
月
、
駿
河
国
井
田
で
鯵
坂
入
道
と
い
う
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武
士
が
時
衆
に
加
え
ら
れ
ん
こ
と
を
願
っ
て
許
さ
れ
ず
、
往
生
を
ひ

た
む
き
に
願
う
心
か
ら
十
念
を
唱
え
て
富
士
川
に
入
水
し
た
話
は
、

一
遍
が
遊
行
時
衆
を
厳
選
し
て
い
た
証
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
鰺
坂

入
道
の
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
こ
の
武
士
は
当
時
す
で
に
出
家
し
て

お
り
、
多
分
か
な
り
老
齢
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
遊
行
時
衆
に
僧
尼
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
ま
で
の
叙
述
に
も
割
出

し
た
。
「
往
古
過
去
帳
」
に
尼
の
部
が
別
冊
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ

の
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
が
、
　
『
一
逓
岡
三
』
の
描
写
で
も
一
戸
に

随
行
す
る
時
衆
の
中
に
白
哲
の
女
性
ら
し
い
も
の
が
描
か
れ
て
お
り
、

ま
た
『
一
遍
聖
絵
』
の
巻
胴
に
描
か
れ
た
洛
西
の
桂
の
堂
内
や
、
巻

六
の
第
三
図
に
描
か
れ
た
堂
内
に
み
え
る
十
二
光
笛
を
並
べ
て
そ
の

上
に
書
か
れ
た
白
線
を
僧
衆
と
尼
衆
の
居
佐
区
の
境
と
し
て
い
る
画

な
ど
か
ら
も
わ
か
る
。

　
つ
ま
り
た
え
ず
二
十
名
な
い
し
三
十
名
ば
か
り
の
僧
尼
の
時
衆
が

一
遍
に
随
伴
し
た
が
、
こ
れ
が
道
時
衆
で
あ
る
。
時
衆
に
は
こ
の
道
、

時
衆
の
ほ
か
に
俗
時
衆
と
呼
ば
れ
る
在
俗
の
時
衆
が
あ
っ
た
。
一
遍

の
時
代
に
俗
時
衆
が
ど
ん
な
形
で
一
遍
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
は
、

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
さ
き
に
も
触
れ
た
吉
備
津

宮
の
神
主
の
子
息
夫
妻
は
と
も
に
髪
を
き
り
髪
を
お
ろ
し
て
藁
塚
し

た
が
、
一
遍
に
随
っ
て
遊
行
の
旅
に
出
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
つ

ま
り
俗
時
衆
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
『
一
遍
聖
慮
』
に
「
そ
の
ほ

か
心
墨
阿
弥
陀
仏
身
阿
弥
陀
仏
を
は
じ
め
と
し
て
出
家
を
と
ぐ
る
も

の
惣
じ
て
二
百
八
十
余
人
侍
り
け
り
」
（
巻
四
）
と
い
う
多
数
が
こ
の

時
に
集
団
的
に
時
衆
に
な
っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
同
じ
く
俗
時
衆
で

あ
っ
た
。
　
　
遍
は
こ
の
よ
う
に
多
数
の
時
衆
を
加
え
た
が
、
そ
の
一

部
を
道
時
衆
と
し
て
遊
行
の
集
団
に
加
え
て
、
そ
の
ま
ま
都
へ
の
ぼ

っ
た
。
　
一
遍
が
再
び
こ
の
地
を
訪
れ
た
の
は
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）

の
こ
と
で
あ
り
、
実
に
十
年
目
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
三
度
目

の
教
化
の
な
い
ま
ま
に
…
遍
は
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
二

百
八
十
余
人
の
大
部
分
は
一
遍
に
逢
う
機
会
は
、
な
か
に
十
年
を
は

さ
ん
だ
前
後
二
回
だ
け
だ
っ
た
。

　
一
遍
の
念
仏
勧
進
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
び
と
に
念
仏
の
紙
片

を
配
る
こ
と
に
努
力
が
注
が
れ
た
。
出
家
を
と
げ
な
い
で
念
仏
を
唱

え
て
賦
質
に
与
っ
た
だ
け
の
結
縁
衆
に
至
っ
て
は
、
た
だ
そ
の
時
だ

け
の
結
縁
だ
け
に
終
？
て
し
ま
っ
た
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
す
べ

て
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
十
六
年
の
遊
行
で
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

十
五
億
一
千
七
百
廿
四
人
と
い
う
彪
大
な
数
に
達
す
る
は
ず
が
な
い
。

つ
ま
り
、
　
一
遍
の
化
訂
し
た
集
団
は
常
時
二
十
名
な
い
し
三
十
名
ぱ
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噂
、

か
り
の
道
時
衆
が
一
遍
の
遊
行
に
随
行
し
そ
の
声
咳
に
接
し
て
い
る

ほ
か
は
、
俗
時
衆
も
結
縁
衆
も
と
も
に
そ
の
教
化
に
与
っ
た
の
は
せ

い
ぜ
い
両
三
度
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
信
徒
と
か
帰
依
者
と
か
い
う
に

は
あ
ま
り
に
も
疎
遠
な
関
遮
し
か
も
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
結
論

と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
一
還
に
率
い
ら
れ
た
集
団
を
教
団
と
呼
ぶ
’

の
は
適
当
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
集

団
の
規
律
は
厳
重
に
遵
守
さ
れ
た
。
弘
安
十
一
年
（
一
二
八
八
）
に

一
遍
が
定
め
た
十
八
条
の
「
時
衆
制
誠
偏
は
、
時
衆
が
清
教
徒
的
な

厳
格
な
規
律
、
熱
烈
な
信
仰
、
清
貧
の
生
活
を
守
っ
て
い
た
集
団
で

あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

二
、
他
阿
真
教
の
嗣
法

　
　
一
遍
の
死
と
と
も
に
彼
の
率
い
た
時
衆
の
集
団
は
瓦
解
し
た
。
知

識
の
死
を
歎
い
て
時
衆
・
結
縁
衆
の
中
に
は
前
の
海
に
身
を
投
げ
て

師
の
あ
と
を
追
っ
た
も
の
が
七
名
あ
っ
た
。
　
「
没
後
の
事
は
我
門
弟

に
お
き
て
は
葬
礼
の
儀
式
を
と
と
の
ふ
べ
か
ら
ず
、
野
に
す
て
て
け

・
だ
も
の
に
ほ
ど
こ
す
べ
し
、
但
在
家
の
も
の
結
縁
の
こ
こ
ろ
ざ
し
を

い
た
さ
ん
を
ば
い
ろ
ふ
に
お
よ
ば
ず
〕
と
遺
言
し
た
が
、
在
家
人
ら

が
き
て
孝
養
し
た
い
と
申
し
出
た
の
で
観
音
寺
の
前
の
松
の
も
と
に

て
鴫
野
に
付
し
て
墓
所
を
荘
厳
し
た
。
こ
の
の
ち
豊
遍
聖
絵
』
の

編
者
で
あ
り
一
遍
の
俗
弟
か
と
い
わ
れ
る
聖
母
は
京
都
に
お
も
む
き
、

六
条
に
歓
喜
光
寺
（
六
条
道
場
、
正
し
く
は
紫
苔
山
河
原
院
歓
喜
光
寺
）

を
建
立
し
て
堂
上
公
卿
を
は
じ
め
多
く
の
信
者
を
獲
得
し
、
同
じ
く

俗
事
と
さ
れ
る
仙
阿
は
故
郷
伊
豫
に
帰
っ
て
奥
谷
宝
厳
寺
に
住
み
、

そ
れ
ぞ
れ
六
条
派
、
奥
谷
派
の
祖
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一

遍
の
教
え
の
特
色
の
ひ
と
つ
は
い
わ
ゆ
る
「
知
識
帰
命
」
で
あ
っ
て
、

知
識
で
あ
る
一
遍
に
対
し
て
は
絶
対
的
な
服
従
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。

「
時
衆
制
誠
」
の
眼
屠
で
あ
る
最
後
の
「
専
守
知
識
教
、
莫
恣
任
我

意
」
と
い
う
厳
し
い
条
穆
の
と
お
り
で
あ
る
。
時
衆
に
と
っ
て
は
一

遍
は
絶
対
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
一
遍
の
集
団
は
絶
対
者
の
死

と
と
も
に
瓦
解
す
る
の
が
、
む
し
ろ
嶺
然
な
の
で
あ
る
。

　
瓦
解
し
た
時
衆
の
遺
弟
は
、
第
一
の
高
弟
で
あ
っ
た
他
阿
弥
陀
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
じ
よ
う
さ
ん

真
教
を
中
心
に
兵
庫
の
北
方
約
一
五
キ
ロ
の
丹
生
山
に
わ
け
入
っ
た
。

速
や
か
に
念
仏
し
て
往
生
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
丹
生
山

と
い
う
の
は
、
も
と
の
美
嚢
郡
と
八
部
郡
と
の
堺
界
に
あ
た
る
標
高

五
一
五
メ
ー
ト
ル
の
山
で
、
帝
釈
山
・
金
臨
童
子
山
・
稚
子
ケ
墓
由

な
ど
と
と
も
に
一
群
の
山
塊
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
山
並
の
南
麓
の

山
田
川
に
沿
う
街
道
は
有
馬
か
ら
三
木
へ
抜
け
る
順
路
で
あ
っ
て
、
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西
国
街
道
の
裏
街
道
と
し
て
古
く
か
ら
交
通
の
要
路
に
あ
た
り
、
そ

の
た
め
に
早
く
か
ら
文
化
の
流
入
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
こ
と
に
丹
生

山
に
は
明
要
廃
寺
が
あ
り
、
そ
の
漏
参
道
を
中
心
と
す
る
一
帯
に
は

鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
至
る
石
造
美
術
贔
が
現
在
で
も
多
く
遺

さ
れ
て
い
る
。
丹
生
山
は
こ
の
地
方
で
一
種
の
霊
地
を
形
づ
く
っ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
『
一
遍
上
人
縁
起
絵
』
　
（
巻
五
）
に
「
か
く
て
山

を
こ
え
谷
を
隔
て
善
所
に
寺
あ
り
、
仏
閣
零
落
し
て
纏
苔
礎
を
埋
み
、

寺
院
破
壊
し
て
莉
劇
道
を
塞
ぐ
」
と
い
う
の
は
、
丹
生
山
の
こ
の
よ

う
な
荒
廃
し
た
聖
地
の
よ
う
す
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
一
行
は
、

林
下
に
草
の
枕
を
結
び
、
叢
辺
に
苔
の
莚
を
設
け
、
夕
べ
の
雲
に

臥
し
暁
の
露
に
起
き
、
た
だ
先
師
一
遍
を
し
の
ん
で
念
仏
し
な
が

ら
一
同
餓
死
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
山
麓
の
粟

河
（
現
在
の
神
戸
市
兵
庫
区
淡
河
町
）
の
領
主
が
噂
を
聞
き
伝
え
て
念

仏
を
受
け
た
い
と
登
山
し
て
来
る
。
師
に
殉
じ
て
餓
死
す
る
か
、
師

の
志
を
継
い
で
念
仏
勧
化
を
再
興
す
る
か
、
真
教
は
大
い
に
迷
っ
た

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
つ
い
に
真
教
は
衆
に
推
さ
れ
て
知
識
と
な
り
、

一
遍
の
教
え
を
う
け
つ
い
で
念
仏
勧
化
の
旅
を
再
開
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

　
瓦
解
し
た
一
遍
の
時
衆
集
団
は
、
他
阿
真
教
に
よ
っ
て
再
編
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
真
教
の
勧
進
は
、
一
遍
の
勧
進
と
基
本
的
な
相
異
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
た
こ
と
は
、
私
が
か
っ
て
明
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
る
。
い
ま
、

そ
の
要
を
と
っ
て
言
え
ば
、
一
遍
の
遊
行
は
信
不
信
を
え
ら
ば
ず
浄

不
浄
を
き
ら
わ
ず
に
よ
り
多
く
の
人
び
と
に
　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
鰍
齪

丁
壮
」
と
刷
っ
た
小
紙
片
を
配
っ
て
歩
く
こ
と
に
主
目
的
が
お
か
れ

て
い
て
、
一
ケ
所
に
長
期
に
亘
っ
て
滞
留
し
て
念
仏
の
信
仰
を
納
得

す
る
ま
で
懇
切
に
説
い
て
教
え
る
と
い
う
ふ
う
な
地
道
な
布
教
を
展

開
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
一
遍
の
教
え
は
彼
に
接
す
る

人
に
は
強
烈
で
鮮
明
な
感
激
を
与
え
た
に
せ
よ
、
要
す
る
に
そ
れ
は

一
過
性
の
衝
激
で
あ
っ
て
長
期
に
わ
た
っ
て
熟
成
さ
れ
た
信
念
に
は

な
り
難
い
弱
点
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
遊
行
の
勧
進
聖
で
あ
る

こ
と
か
ら
く
る
限
界
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
真
教
は
師
一
温

に
随
伴
し
て
全
国
を
遊
行
す
る
な
か
で
こ
の
こ
と
を
体
験
的
に
熟
知

し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
真
教
は
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
夏
に
越

前
国
府
・
佐
々
生
・
瓜
生
な
ど
に
足
跡
が
知
ら
れ
、
翌
年
八
月
に
は

加
賀
今
湊
・
藤
塚
・
宮
腰
・
石
立
に
あ
り
、
そ
の
翌
年
秋
に
は
越
前

国
府
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
丸
三
年
近
く
を
越
前
・
加
賀
両
国
の
命
限

さ
れ
た
小
天
地
で
活
動
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
正
応
六
年
（
一
二
九
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三
）
二
月
越
中
放
生
津
、
越
後
粕
崎
・
国
府
よ
り
関
ノ
山
・
熊
坂
を

経
て
信
濃
善
光
奪
に
参
詣
し
、
や
が
て
甲
斐
一
条
・
中
河
・
小
笠
原

を
通
過
し
て
武
蔵
村
岡
に
居
を
移
す
が
、
こ
こ
で
大
病
に
罹
っ
て
死

に
瀕
し
、
弟
子
た
ち
に
「
他
阿
弥
陀
仏
同
行
用
心
大
綱
」
を
教
誠
と

し
て
遺
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
病
気
は
奇
蹟
的
に
回
復
し
、
永
仁
五
年

（
｝
二
九
七
）
上
野
に
、
そ
の
翌
年
下
野
小
山
・
武
蔵
村
岡
な
ど
に

そ
の
足
跡
が
確
か
め
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
後
は
主
と
し
て
関
東
に
あ

っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
正
安
三
年
（
＝
二
〇
一
）
に
越
前
敦
賀
よ

り
十
月
に
は
伊
勢
に
入
り
参
宮
し
、
翌
年
春
に
は
い
っ
た
ん
越
前
敦

賀
に
も
ど
り
、
近
江
海
津
か
ら
竹
生
嶋
・
小
野
を
経
て
八
月
に
は
一

遍
の
十
三
圓
忌
の
た
め
兵
庫
に
お
も
む
き
、
秋
に
は
東
国
に
帰
り
武

蔵
浅
提
に
あ
り
、
歳
末
飯
時
は
相
模
の
当
麻
で
行
っ
た
。
嘉
元
二
年

（一

O
〇
四
）
正
月
、
七
十
歳
に
近
か
ρ
た
真
教
は
中
風
で
歩
行
も

困
難
で
あ
っ
た
の
で
、
遊
行
の
法
灯
を
弟
子
の
量
阿
弥
陀
仏
智
得
に

談
っ
て
自
分
の
法
号
他
阿
弥
陀
仏
を
名
乗
ら
せ
、
真
教
自
身
は
当
麻

　
　
　
ど
く
じ
ゅ
う

道
場
で
独
住
の
生
活
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
智
得
か
ら
遊
行

他
阿
弥
陀
仏
を
譲
ら
れ
て
四
祖
上
人
と
な
っ
た
有
阿
弥
陀
仏
呑
海
に

宛
て
て
真
教
が
送
っ
た
書
簡
の
中
で
「
わ
れ
一
も
人
々
の
請
に
よ

り
て
こ
そ
、
こ
こ
ろ
な
ら
ず
独
住
を
も
し
て
さ
ふ
ら
へ
ば
、
身
は
是

に
さ
ふ
ら
へ
ど
も
、
心
は
遊
行
に
て
候
な
り
」
（
他
薦
上
人
法
語
巻
一
）

と
述
べ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
歩
行
が
困
難
と

な
っ
て
独
住
し
て
も
、
遊
行
の
精
神
は
片
時
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
時
衆
の
た
て
ま
え
を
明
瞭
に
浮
彫
り
し
た
言
葉
で
あ
る
。

　
真
教
が
衆
に
推
さ
れ
て
二
代
鼠
の
聖
と
な
っ
て
遊
行
を
始
め
て
か

ら
、
嘉
元
二
年
に
遊
行
を
や
め
て
独
住
す
る
ま
で
の
聞
の
特
徴
的
な

現
象
は
、
真
教
の
遊
行
が
一
遍
と
は
違
っ
て
一
ケ
所
で
の
滞
留
期
間

が
き
わ
め
て
長
期
に
亘
り
、
そ
れ
も
嗣
法
直
後
の
越
前
・
加
賀
の
北

陸
地
域
と
、
越
後
・
信
濃
・
甲
斐
を
通
過
し
て
や
が
て
相
模
に
当
麻

道
場
を
創
め
、
こ
こ
を
地
盤
に
し
て
武
蔵
・
下
総
を
は
じ
め
関
東
】

円
に
布
教
し
、
一
遍
の
十
三
回
忌
に
兵
庫
に
出
か
け
そ
の
旅
次
に
．
伊

勢
参
宮
を
果
し
た
り
、
ま
た
思
い
出
深
い
越
前
敦
賀
の
あ
た
り
に
出

か
け
た
ほ
か
は
そ
の
努
力
が
後
期
で
は
ほ
と
ん
ど
関
東
に
限
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
知
る
。
つ
ま
り
一
遍
の
と
も
か
く
広
範
囲
に
歩
き
ま

わ
っ
た
い
わ
ば
駆
け
足
の
遊
行
で
は
な
く
、
広
く
も
な
い
北
陸
と
関

東
の
二
地
域
を
、
く
り
返
し
く
り
返
し
勧
化
し
た
の
が
真
教
の
遊
行

で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
一
遍
の
と
き
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
真
教
の
も
と
を
訪

ね
そ
の
教
え
を
深
く
信
じ
た
も
の
は
武
士
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
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武
士
た
ち
は
戦
場
で
敵
と
戦
っ
て
相
手
を
た
お
さ
ね
ば
自
分
が
殺
さ

れ
る
し
、
ま
た
平
常
か
ら
武
技
を
鍛
え
る
必
要
か
ら
鷹
狩
り
や
犬
追

物
な
ど
の
殺
伐
な
遊
戯
を
好
ん
だ
か
ら
、
仏
教
の
戒
め
る
不
殺
生
戒

な
ど
を
守
っ
て
は
お
れ
な
い
。
そ
れ
は
武
士
と
い
う
身
分
か
ら
避
け

ら
れ
な
い
破
戒
で
あ
る
が
、
い
っ
た
ん
罪
の
意
識
に
陥
る
と
わ
が
身

の
罪
業
の
深
重
な
こ
と
を
ひ
と
し
お
深
く
覚
る
機
縁
と
も
な
る
。
手

足
を
も
切
り
命
を
捨
て
て
で
も
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
っ
た
蓮
生

房
熊
谷
直
実
の
痛
々
し
い
ほ
ど
の
願
い
は
『
法
然
上
人
行
状
絵
図

（
四
＋
八
巻
伝
）
』
が
伝
え
る
有
名
な
話
で
あ
る
が
、
時
衆
で
は
一
遍
に

随
伴
し
て
時
衆
た
ら
ん
と
志
し
、
身
を
抜
げ
て
死
ん
だ
鰺
坂
入
道
の

例
も
、
武
士
の
捨
身
の
求
道
心
を
示
す
例
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
遍
の
時
代
に
も
、
真
教
の
時
代
に
も
、
時
衆
た
ら
ん
と
志
す
も
の
、

ま
た
は
時
衆
に
帰
依
し
た
も
の
は
、
多
く
武
士
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら

の
う
ち
で
、
経
済
約
な
余
裕
の
あ
る
も
の
は
、
在
所
に
道
場
を
建
立

し
、
平
常
の
称
名
念
仏
の
助
け
に
時
衆
の
止
住
な
い
し
は
派
遣
を
求

め
た
も
の
も
あ
っ
た
。

　
真
教
は
武
士
た
ち
の
要
求
を
容
れ
て
門
弟
の
時
衆
を
各
地
の
道
場

に
派
遣
し
た
。
　
一
つ
に
は
願
主
の
信
心
を
助
け
て
往
生
を
遂
げ
さ
せ

ん
た
め
で
あ
り
、
二
つ
に
は
真
教
の
も
と
に
あ
れ
ば
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
知
識
を
た
の
む
ば
か
り
で
安
易
に
流
れ
て
し
ま
い
、
身
の
宿
業

の
深
さ
も
仏
恩
の
高
さ
も
本
当
に
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
門
弟

た
ち
を
、
手
元
か
ら
離
し
て
自
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
熱
心
な

帰
依
者
に
触
発
さ
れ
て
真
実
の
信
心
に
目
ざ
め
、
か
つ
更
に
そ
の
周

辺
の
有
縁
の
人
び
と
を
も
勧
め
て
教
化
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば

利
益
衆
生
に
も
叶
う
こ
と
に
な
る
と
期
待
し
た
た
め
で
あ
る
、
と
真

教
み
ず
か
ら
述
懐
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
真
教
に
よ
っ
て
各

地
に
時
衆
道
場
が
つ
ぎ
く
と
建
立
さ
れ
た
。
そ
の
数
は
百
に
も
及

ん
だ
。
真
教
は
こ
れ
ら
の
道
場
に
時
衆
を
派
遣
し
止
住
さ
せ
た
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
時
衆
は
…
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
ち
始
め
て
き
た
。

私
は
こ
の
ま
と
ま
り
を
、
時
衆
教
団
と
呼
ん
で
よ
い
と
考
え
る
。

三
、
四
阿
真
教
と
時
衆
教
団

　
真
教
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
時
衆
は
、
何
故
、
時
衆
教
団
と
呼
ん

で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
教
団
に
は
、
教
団
を
主
宰
す
る
指

導
者
が
あ
り
、
そ
の
指
導
者
に
特
有
な
宗
教
理
論
お
よ
び
宗
教
儀
礼

が
あ
り
、
一
方
で
は
か
か
る
指
導
者
の
も
つ
理
論
と
儀
礼
を
受
け
い

れ
る
組
織
化
さ
れ
た
真
俗
の
信
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
問
題
は
こ
の
組
織
化
さ
れ
た
真
俗
の
僑
者
の
あ
り
方
で
あ
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る
。
下
部
組
織
と
し
て
の
末
寺
道
場
ま
た
は
支
部
な
ど
が
ピ
ラ
ミ
ヅ

ド
型
に
構
成
さ
れ
て
そ
こ
に
恒
常
的
な
支
配
な
い
し
は
指
導
が
行
き

届
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
末
寺
道
場
ま
た
は
支
部
な
ど
の
機
溝
が
そ
れ
ぞ

れ
の
信
徒
を
擁
す
る
よ
う
な
組
織
化
さ
れ
た
教
団
組
織
を
中
世
に
お

い
て
予
想
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
困
難
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
日
本
で
そ
の
よ
う
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
教
団
組
織
が
整
備
さ
れ
る

の
は
、
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
の
結
果
と
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

前
の
教
属
の
構
造
は
概
し
て
緩
慢
で
あ
り
流
動
的
で
あ
っ
た
。
一
寺

が
複
数
の
宗
派
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
決
し
て
珍
ら
し
い
こ

と
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
住
持
個
人
で
す
ら
も
複
数
の
宗
派
に
関

与
す
る
こ
と
も
常
識
で
す
ら
あ
っ
た
。
宗
派
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ

師
と
仰
い
だ
僧
と
の
師
弟
関
係
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
。
禅
宗
な
ど

で
は
特
に
こ
の
傾
向
が
強
く
、
受
腰
潟
瓶
の
師
を
幸
え
る
こ
と
は
な

い
が
、
他
の
宗
派
で
は
そ
れ
ほ
ど
厳
格
に
は
守
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
要
す
る
に
そ
の
住
持
個
人
が
複
数
の
師
を
仰
ぎ
複
数
の
宗
派
の
教

説
を
学
ん
で
い
る
場
合
も
多
く
、
あ
る
い
は
ま
た
僧
侶
は
妻
帯
し
な

い
の
が
た
て
ま
え
で
あ
る
の
で
寺
院
が
血
脈
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
る

こ
と
は
浄
土
真
宗
以
外
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
住
持
の
世
代

が
代
わ
る
と
師
弟
関
係
や
宗
派
関
係
に
も
変
動
が
あ
っ
て
転
思
す
る

こ
と
も
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
近
江
堅
田
の
有
力
門
徒
寺
院
で
あ
っ
た
本
福
寺
は
そ
の
祖
善
道
が

湖
東
三
上
よ
り
郎
従
数
輩
を
引
具
し
て
堅
田
に
定
着
し
て
開
い
た
真

宗
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
子
多
念
の
と
き
に
大
徳
寺
末
の

禅
庵
に
改
め
、
そ
の
孫
法
住
に
至
っ
て
本
願
寺
に
帰
参
し
た
も
の
で

あ
っ
た
（
本
揺
寺
旧
記
）
。
こ
の
よ
う
な
世
代
の
代
わ
る
ご
と
の
転
宗
は
、

中
世
で
は
む
し
ろ
普
通
で
あ
っ
て
決
し
て
異
と
す
る
に
足
ら
な
い
。

ま
た
こ
れ
以
外
に
も
特
定
の
宗
派
に
色
づ
け
さ
れ
な
い
、
も
っ
と
土

俗
的
な
仏
道
修
行
者
も
多
く
あ
っ
て
、
橋
を
架
け
道
を
修
補
し
廃
寺

を
再
興
す
る
た
め
に
諸
国
を
勧
進
し
て
歩
く
勧
進
聖
な
ど
に
も
そ
の

よ
う
な
所
属
不
明
の
僧
形
の
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
中
世
の
仏
教
界
の
常
識
か
ら
み
れ
ば
、
他
阿
弥
陀
仏

真
教
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
時
衆
は
、
む
し
ろ
教
獺
と
し
て
の
実
体

を
具
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
真
教
の
布
教
が
一
遍
と
は
違
っ
て
一
定
の
地
域
を
く
り
返
し

く
り
返
し
丹
念
に
教
化
し
た
こ
と
は
い
ま
ま
で
も
述
べ
て
き
た
。
信

者
と
の
結
び
つ
き
は
一
遍
の
時
代
に
比
べ
て
は
る
か
に
密
接
に
な
っ

た
。
ま
た
真
教
は
道
場
を
各
地
に
建
立
し
、
そ
こ
に
門
弟
を
派
遣
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
真
教
の
名
代
と
し
て
の
道
場
主
の
活
躍
に
よ
っ
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て
在
地
の
信
者
と
の
結
び
つ
き
は
い
よ
い
よ
密
接
に
な
っ
た
で
あ
ろ

・
つ
。

　
真
教
は
こ
れ
ら
の
道
場
主
に
「
道
場
制
文
」
を
送
っ
て
そ
の
統
制

、
を
計
っ
た
。
時
衆
に
な
る
た
め
に
は
一
遍
以
来
の
伝
統
で
「
時
衆
制

誠
」
を
守
る
べ
き
こ
と
を
誓
約
さ
せ
て
お
り
、
い
ま
ま
た
「
道
場
制

文
」
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
制
は
さ
ら
に
整
備
し
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
時
衆
の
な
か
に
は
信
心
の
も
ち
か
た
に
つ
い
て
の
疑
問

を
も
つ
も
の
も
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
あ
る
も
の
は
真
教
に
消
息
を
送

っ
て
質
問
し
た
。
真
教
は
こ
れ
に
丁
寧
な
返
書
を
送
っ
て
懇
切
に
教

え
た
。
そ
の
返
書
が
「
吉
夢
上
人
法
語
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
読
め

ば
真
教
が
人
に
よ
っ
て
説
法
の
方
法
を
い
ろ
い
ろ
変
え
て
、
そ
の
ひ

と
に
ふ
さ
わ
し
い
教
え
を
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
真
教
の

こ
の
法
語
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
内
量
的
に
も
数
量

的
に
も
日
蓮
の
遺
文
や
蓮
如
の
御
文
に
匹
敵
す
る
す
ば
ら
し
い
も
の

が
あ
る
。

　
真
教
は
こ
の
よ
う
に
教
義
を
わ
か
り
や
す
く
教
え
る
こ
と
に
努
力

し
、
ま
た
教
団
の
秩
序
維
持
、
統
制
に
な
み
な
み
な
ら
ぬ
配
慮
を
し

た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
教
欄
の
あ
り
か
た
を
も
み
ず
か

ら
方
掬
づ
酵
た
。

　
真
教
は
前
述
の
如
く
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
に
遊
行
上
人
を
三

祖
の
智
得
に
護
っ
て
当
麻
で
独
住
の
生
活
に
入
っ
た
が
、
当
麻
道
場

で
は
真
教
を
慕
う
多
く
の
時
衆
僧
尼
が
真
教
を
知
識
と
仰
い
で
模
範

的
な
止
住
時
衆
の
称
名
念
仏
の
日
ぐ
ら
し
を
送
っ
て
い
た
。
し
か
し

真
教
の
直
接
の
指
導
と
監
視
の
行
届
か
な
い
遠
隔
の
時
衆
道
場
で
は

理
想
ど
お
り
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
時
衆
道
場
で
は
僧
だ
け
で
な
く

尼
衆
も
止
住
さ
せ
る
た
て
ま
え
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
た
め
に
僧

尼
の
愛
欲
に
か
ら
む
問
題
が
た
え
ず
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
。
　
「
在
家
出

家
共
に
聖
体
の
姿
振
舞
に
よ
ら
ず
婬
乱
と
愛
着
と
を
厭
聾
せ
し
む
る

に
あ
り
。
し
か
あ
れ
ば
道
場
制
文
を
書
て
面
々
処
丸
の
者
に
あ
た
へ

し
む
る
は
唯
こ
の
一
事
な
り
」
（
他
阿
上
人
法
語
巻
一
、
四
祖
上
人
へ
つ
か
は
さ

る
御
文
）
と
真
教
じ
し
ん
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
嘉
元
四
年
（
一
三

〇
六
）
九
月
十
五
日
に
「
道
場
制
文
」
を
書
い
て
、
地
方
各
地
の
道

場
に
送
り
、
こ
の
こ
と
を
厳
し
く
戒
め
た
。
尼
崎
の
時
阿
弥
陀
仏
に

送
っ
た
教
誠
の
書
簡
に
限
ら
ず
、
　
「
他
阿
上
人
法
語
」
に
収
め
ら
れ

た
多
く
の
書
簡
の
う
ち
に
は
同
じ
く
僧
尼
の
風
紀
に
関
す
る
誠
め
の

手
紙
が
ず
い
ぶ
ん
多
い
が
、
こ
の
こ
と
は
止
住
時
衆
に
と
っ
て
そ
れ

が
い
か
に
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
そ
れ
ら
の
書
簡
の
多
く
に
「
道
場
制
文
」
と
同
じ
表
現
が
散
見
す
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る
が
、
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
の
書
簡
が
多
分
「
道
場
国
文
」
の
書
か

れ
た
嘉
元
四
年
九
月
以
後
の
も
の
ら
し
い
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
真
教
の
書
簡
の
う
ち
で
そ
の
年
紀
の
明
ら
か
な
も
の
は
、
正
安
三

年
（
一
三
〇
一
）
九
月
九
日
に
近
江
の
安
食
九
郎
左
衛
門
入
道
実
阿

に
送
っ
た
四
十
八
ケ
条
の
質
疑
に
対
す
る
返
事
の
ほ
か
に
は
な
い
が
、

そ
の
多
く
が
独
住
以
後
ま
た
は
独
住
に
近
い
時
期
の
も
の
と
考
え
る

方
が
、
そ
う
で
な
い
と
考
え
る
よ
り
は
る
か
に
適
合
的
で
あ
る
。
真

教
は
晩
年
に
な
っ
て
歩
行
も
思
う
に
任
せ
な
い
有
様
に
な
っ
て
い
た
。

真
教
が
独
住
し
た
の
は
ま
っ
た
く
そ
の
た
め
で
あ
っ
て
、
も
し
身
体

の
自
由
が
利
い
た
ら
真
教
は
一
遍
の
先
躍
に
な
ら
っ
て
遊
行
の
途
次

で
病
死
す
る
ま
で
歩
き
続
け
る
の
が
時
衆
の
本
旨
で
あ
っ
た
。
だ
か

ら
こ
そ
独
住
し
て
も
真
教
は
「
身
は
是
に
さ
ふ
ら
へ
ど
も
、
心
は

遊
行
に
て
捧
な
り
」
（
他
阿
上
人
法
語
巻
一
、
四
丁
上
人
へ
つ
か
は
さ
る
御
文
）

と
、
心
の
遊
行
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
強
が
り

を
言
っ
て
み
て
も
歩
行
が
困
難
で
は
独
住
す
る
よ
り
ほ
か
に
仕
方
が

な
い
。
真
教
は
門
弟
の
量
阿
弥
陀
仏
に
自
分
の
法
号
他
阿
弥
陀
仏
を

譲
っ
て
、
　
「
自
今
已
後
は
量
阿
弥
陀
仏
を
捨
て
、
他
阿
弥
陀
仏
と
号

せ
ら
る
べ
し
。
こ
の
名
は
一
代
の
み
な
ら
ず
、
代
々
み
な
遊
行
か
た

に
う
け
つ
く
べ
き
な
り
。
こ
れ
へ
の
ふ
み
の
う
ら
書
に
は
、
本
の
名

を
か
か
る
と
も
、
他
所
へ
の
ふ
み
に
は
他
阿
弥
陀
仏
と
か
か
る
べ
き

な
り
」
　
（
他
阿
上
人
法
語
巻
一
、
三
々
上
人
へ
つ
か
は
さ
る
御
文
）
と
教
え
た
。

三
祖
の
智
得
に
宛
て
た
こ
の
書
簡
に
は
年
紀
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

量
阿
弥
陀
仏
の
名
を
捨
て
て
今
後
は
他
阿
弥
陀
仏
を
名
乗
ら
せ
た
の

は
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
正
月
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ

の
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
真
教
は
他
阿
弥
陀
仏
の
法
号

は
三
祖
の
黒
藻
一
代
の
み
な
ら
ず
、
歴
代
の
遊
行
上
人
の
継
承
す
べ

き
世
襲
名
と
定
め
た
の
で
あ
る
。

　
真
教
は
心
得
に
他
阿
弥
陀
仏
の
法
号
と
共
に
「
時
衆
過
去
帳
」
を

譲
っ
た
。
こ
の
過
去
帳
は
僧
衆
・
尼
衆
の
二
帖
か
ち
な
っ
て
お
り
、

僧
衆
で
は
弘
安
八
年
（
ご
　
八
五
）
七
月
二
十
二
屠
往
生
の
覚
阿
弥

陀
仏
ま
で
、
尼
衆
で
は
同
年
七
月
八
日
の
音
一
房
ま
で
が
墨
色
が
同

じ
で
こ
こ
ま
で
が
一
筆
書
き
と
み
ら
れ
、
僧
衆
で
は
同
年
十
月
二
日

の
持
阿
弥
陀
仏
が
、
尼
衆
で
は
同
年
九
月
五
日
の
一
一
一
房
が
墨
色
が

変
っ
て
こ
こ
か
ら
が
書
継
ぎ
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
弘
安
八
年
七
月

二
十
二
日
か
ら
同
年
九
月
五
日
ま
で
の
間
に
書
き
始
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
二
帖
の
過
去
帳
は
一
遍
に
よ
っ
て
率

い
ら
れ
た
遊
行
時
衆
の
僧
尼
の
う
ち
で
遊
行
中
に
病
気
そ
の
他
の
理

由
で
往
生
し
た
も
の
の
法
号
と
往
生
の
年
月
日
と
を
記
録
す
る
も
の
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で
あ
っ
て
、
冒
頭
か
ら
雄
渾
な
筆
致
で
記
さ
れ
て
お
り
、
真
教
の
霞
筆

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
過
去
帳
は
そ
の
後
、
歴
代
の
遊
行
上
人

が
書
継
ぎ
、
現
在
も
藤
沢
の
清
浄
光
寺
に
「
往
古
過
去
帳
」
の
名
で

伝
え
ら
れ
て
お
り
、
昭
和
三
十
九
年
三
月
國
指
定
の
重
要
文
化
財
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
過
去
帳
は
早
く
史
料
編
纂
掛
で
採
訪
し

そ
の
読
取
り
本
が
現
在
も
史
料
編
纂
所
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
明

治
四
十
三
年
の
清
浄
光
寺
の
火
災
、
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
に

よ
る
再
興
本
堂
の
壊
滅
と
相
次
ぐ
不
幸
に
見
舞
わ
れ
て
原
本
は
早
く

か
ら
所
在
不
明
に
な
っ
て
お
り
、
本
誌
第
三
五
巻
第
四
号
で
赤
松
俊

秀
教
授
が
紹
介
さ
れ
る
ま
で
は
忘
れ
去
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
さ

て
、
こ
の
過
去
帳
は
仔
細
に
み
て
ゆ
け
ば
汲
み
つ
く
せ
な
い
面
白
味

が
あ
る
が
、
当
面
必
要
な
と
こ
ろ
だ
け
恣
意
的
に
摘
記
す
れ
ば
、
真
教

の
筆
は
僧
衆
で
は
嘉
元
元
年
十
一
月
二
十
九
日
往
生
の
識
阿
弥
陀
仏

ま
で
で
、
嘉
元
二
年
正
月
十
二
日
の
専
阿
弥
陀
仏
印
野
宮
内
左
衛
門
、

同
日
の
想
阿
弥
陀
仏
心
野
七
郎
同
罪
の
生
阿
弥
陀
仏
・
成
阿
弥
陀
仏

か
ら
は
明
ら
か
に
筆
老
が
代
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
か
ら
後
は
三
祖

の
智
得
の
筆
と
考
え
ら
れ
、
他
阿
弥
陀
仏
の
名
と
遊
行
上
人
を
譲
っ

た
時
期
と
う
ま
く
あ
て
は
ま
る
。
し
か
し
、
真
教
と
智
得
の
筆
蹟
、

智
得
と
四
重
の
呑
海
の
筆
蹟
は
い
ず
れ
も
酷
似
し
て
い
て
、
識
別
は

実
は
容
易
で
は
な
い
。
真
教
か
ら
感
得
へ
の
交
代
は
尼
衆
の
帖
で
は

嘉
元
元
年
正
月
廿
里
臼
の
当
主
房
ま
で
を
真
教
、
嘉
一
7
5
三
年
正
月
九

臼
菩
一
房
か
ら
を
智
得
の
筆
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
原
本
を

詳
し
く
検
討
し
て
も
そ
の
確
信
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
過
去
帳
は
さ
き
に
も
確
認
し
て
お
い
た
と
お
り
に
、
遊

行
時
衆
の
往
生
し
た
も
の
を
記
入
す
る
の
が
そ
の
本
来
の
趣
旨
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
智
得
の
書
き
初
め
に
な
っ
た
こ
れ
ら
五
名
は
同
じ

日
で
そ
の
二
つ
に
印
野
宮
内
左
衛
門
、
印
野
七
郎
の
注
記
が
あ
る
の

で
あ
る
か
ら
こ
れ
ら
五
罪
は
一
族
乃
至
は
主
従
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
一
族
乃
至
主
従
が
同
日
に
五
名
も
往
生
し
た
と
す
れ
ば
、
こ

れ
は
戦
乱
か
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
事
件
の
結
果
と
し
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
寡
聞
に
し
て
私
は
そ
れ
が
ど
ん
な
事
件
で
あ
っ
た
の
か
知

ら
な
い
が
、
少
く
と
も
こ
の
五
名
が
遊
行
時
衆
で
な
か
っ
た
こ
と
だ

け
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
遊
行
時
衆
で
な
い
者
を
過
去
帳
に
記
入
す

る
こ
と
は
果
し
て
こ
の
時
が
最
初
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し

も
そ
う
で
も
な
い
ら
し
い
。
問
題
に
な
り
そ
う
な
の
は
一
遍
在
世
中

に
遡
っ
て
弘
安
九
年
工
志
雄
一
日
往
生
の
来
阿
弥
陀
仏
と
神
二
房
の

二
人
で
あ
る
。
来
阿
弥
陀
仏
の
名
の
上
部
に
は
　
「
極
楽
寺
」
と
小

さ
く
書
か
れ
て
お
り
、
神
一
房
の
肩
に
は
虫
損
で
よ
く
読
め
な
い
、
が
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「
　
目
目
極
楽
寺
往
生
」
と
あ
っ
て
、
二
人
と
も
極
楽
寺
で
死
ん
だ

こ
と
が
わ
か
る
。
弘
安
九
年
二
月
に
一
遍
た
ち
が
ど
こ
を
遊
行
し
て

い
た
の
か
。
弘
安
八
年
の
歳
末
別
時
は
伯
薯
国
で
お
こ
な
い
（
一
遍

一二上人絵起絵，その他

夏　越前国府・佐々生・瓜生

8月加賀今湊・藤塚・宮越．石立

秋越前圏府
2月　越中放生津・越後柏綺・国府・関ノ

　　山・熊坂・信濃善光寺・甲斐一条・中

　　河・小笠原

　　上野

　　下野小山・武蔵村岡

　　越前敦賀，10月伊勢参宮

　　越前敦賀，近江海津，竹生島，小野

8月　兵庫

秋　東國，武蔵浅提，嫡摸当麻

号1過表帳年

11月　氷見

2月　放生津

　　　八照

2月南駿河

4月高宮

正応3（1290）

　　　　4　（129i）

　　　　5　（1292）

　　　　6　（1293）

永仁5（1297）

　　　　6　（1298）

　　　　7　（1299）

工1三安3（1301）

　　　　4　（1302）

上
人
年
譜
略
）
、
新
年
に

慮
美
作
か
ら
播
磨
を
通

ρ
て
摂
津
の
四
天
王
寺

へ
詣
で
る
コ
ー
ス
の
線

上
に
あ
っ
た
ら
し
い
か

ら
、
こ
の
コ
ー
ス
の
上

に
極
楽
寺
が
あ
れ
ば
よ

い
が
、
ど
う
も
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
当
時
、
時

衆
は
寺
を
も
た
な
い
か

ら
、
極
楽
寺
は
時
衆
寺

院
で
は
な
い
。
或
い
は

遠
く
鎌
倉
極
楽
寺
か
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
同

日
に
男
女
の
死
と
い
う

の
が
も
し
夫
婦
で
あ
れ

ば
（
遊
行
時
衆
は
捨
家
棄
欲
の
生
活
だ
か
ら
遊
行
時
衆
の
な
か
に
夫
婦
も
の

が
い
た
筈
が
な
い
）
、
彼
等
は
本
嘉
の
時
衆
で
な
く
、
俗
時
衆
ま
た
は

結
縁
衆
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
過
去
帳
か
ら
辿
れ
る
真
教
の
足
跡
は

『
一
遍
上
人
縁
起
絵
』
そ
の
他
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
真
教
の
足
跡
と

一
致
し
こ
れ
を
補
足
す
る
か
ら
（
上
表
参
照
）
、
さ
き
の
極
楽
寺
も
前

述
の
コ
ー
ス
上
に
考
え
ら
る
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
確
定
的
な
こ
と
は
断
定
で
き
な
い
か
ら
疑
を
存
す
る
に
止
め

ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
少
く
と
も
さ
き
の
印
野
一
族
が
遊
行
時

衆
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
三
祖
智
得
の
継
職
当
初
よ

り
の
ち
に
は
、
遊
行
時
衆
で
な
く
と
も
過
去
帳
入
り
す
る
こ
と
の
あ

る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
過
去
帳
入
り
す
る
こ
と
が
何
故
に
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
元
来
、
過
去
帳
と
い
う
も
の
は
死
者
の
名
を
記
し
て
そ
の
冥
福
を

祈
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
過
去
帳
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
は

知
ら
な
い
が
、
南
都
東
大
寺
の
修
二
会
に
読
ま
れ
る
過
去
帳
に
は
例

の
「
青
衣
の
女
人
」
の
名
が
む
つ
て
有
名
で
あ
る
し
、
「
平
家
物
語
」

巻
一
に
は
、
後
白
河
法
皇
の
長
講
堂
の
過
去
帳
に
妓
王
・
妓
女
・

　
　
（
刀
自
）

仏
・
と
じ
等
の
尊
霊
が
四
人
一
所
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
文
が
見
え

る
よ
う
に
早
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
過
去
帳
に
記
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時衆教団の成立1（石田）

帳
す
る
こ
と
が
極
楽
往
生
の
あ
か
し
と
観
念
さ
れ
た
の
は
、
蓋
し
「
時

衆
過
・
去
帳
」
に
始
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
考
え
て
み
る
と
、
　
「
時
衆
過
去
帳
」
も
初
め
か
ら
そ
の
よ
う
な
意

図
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
そ
れ
は
東
大
寺

修
二
会
の
過
玄
帳
の
よ
う
に
、
ま
た
は
や
や
時
代
は
下
る
が
有
名
な

　
「
東
寺
光
明
講
過
去
帳
」
の
よ
う
に
、
関
係
者
の
名
を
記
録
し
結
縁

し
た
先
人
の
名
を
後
世
の
人
に
伝
え
よ
う
と
す
る
精
神
か
ら
始
ま
っ

た
も
の
で
、
あ
わ
せ
て
追
善
冥
禰
が
祈
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
、
一
遍
集
団
で
は
智
識
と
仰
が
れ
た
一
遍
が
時
衆
に
往
生
・

不
往
生
の
判
定
を
く
だ
す
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
不

往
生
で
な
い
も
の
は
過
虫
帳
入
り
が
そ
の
ま
ま
極
楽
往
生
へ
の
通
行

手
形
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
問
題
の
不
往
生
は
過
去

帳
の
法
号
の
上
部
に
小
さ
く
「
不
」
の
一
字
が
書
込
ま
れ
た
も
の
を

指
し
て
い
る
が
、
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
不
往
生
が
始
ま
っ
た
か
は

、
難
し
い
開
題
で
あ
る
。
私
の
意
見
は
、
不
往
生
は
一
遍
の
在
世
中
か

ら
姶
ま
り
、
大
橋
俊
雄
氏
の
主
張
さ
れ
る
真
教
の
創
始
と
す
る
意
見

に
は
承
服
し
難
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
衆
の
不
往
生
に
つ
い

て
は
大
橋
氏
が
『
時
衆
研
究
』
第
五
号
（
昭
和
三
＋
九
年
三
月
）
に
「
時

衆
教
護
に
お
け
る
不
往
生
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
考
察
を
発
表
さ
れ

　
　
　
　
⑬

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
な
い
が
、
大
橋
氏
が
注
意
し

て
い
な
い
こ
と
で
重
要
な
こ
と
は
遊
行
十
二
祖
尊
観
書
入
れ
の
な
か

に
　
応
永
三
年
九
屑
八
日

　
　
常
　
仏
　
房

と
い
う
尼
が
お
り
、
、
そ
の
裏
書
き
に

　
不
往
生
時
衆
週
心
問
、
免
之
了

と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
ん
は
生
前
の
不
行

跡
に
よ
っ
て
不
往
生
と
さ
れ
て
過
去
帳
に
も
記
入
さ
れ
な
か
っ
た
尼

に
つ
い
て
誰
か
と
り
な
す
者
が
あ
っ
て
安
心
を
と
り
戻
し
た
と
認
定

さ
れ
て
、
不
往
生
が
取
消
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
よ
く
似
た

例
は
こ
の
四
仏
房
の
少
し
前
に

　
明
徳
五
年
二
月
三
日

　
　
不
能
仏
房
免
了

と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
徳
五
年
二
月
三
属
に
他
界
し
た
尼
の

能
仏
房
が
い
っ
た
ん
は
過
玄
帳
入
り
し
な
が
ら
も
そ
の
後
に
不
往
生

と
判
定
さ
れ
、
さ
ら
に
後
に
不
盆
生
が
取
消
さ
れ
て
往
生
が
認
め
ら

れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
不
往
生
と
判
定
し
た
り
、
さ

ら
に
後
に
こ
れ
を
取
消
し
た
り
し
た
の
が
誰
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
を

断
定
す
る
に
は
「
不
」
と
か
「
十
善
」
と
追
窪
し
た
の
が
誰
の
筆
蹟
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’

で
あ
っ
た
か
を
見
分
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
実
際
に
は
資
料
不
足
で

困
難
で
あ
る
。
た
だ
、
遊
行
十
三
祖
尊
明
は
も
の
ご
と
に
こ
だ
わ
ら

ぬ
活
達
な
気
性
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
ま
で
歴
代
の
遊
行
上
人
が

丹
念
に
書
継
い
で
き
た
過
去
帳
の
書
き
方
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
帳
の
記
載
の
方
法
は
僧
衆
は

上
下
に
二
段
書
き
、
尼
衆
は
上
中
下
に
三
段
書
き
が
守
ら
れ
て
お
り
、

法
号
の
ほ
か
に
他
界
し
た
年
月
日
が
書
か
れ
、
さ
ら
に
居
住
地
や
俗

名
な
ど
も
注
記
さ
れ
る
例
が
多
か
っ
た
。
十
三
祖
の
時
代
に
な
っ
て

僧
衆
は
二
段
書
き
か
ら
三
段
書
き
、
さ
ら
に
四
段
書
き
が
始
ま
り
、

心
血
で
も
三
段
書
き
か
ら
四
段
書
き
、
五
段
書
き
が
始
ま
っ
て
く
る
。

他
界
の
年
月
日
も
、
住
所
・
俗
名
な
ど
の
裏
書
き
も
な
く
な
り
、
た

だ
法
号
だ
け
を
乱
雑
な
書
体
で
書
き
な
ぐ
っ
た
よ
う
な
形
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
僧
衆
の
中
に
倉
庫
房
・
終
章
房
と
い
う
尼
衆
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

混
入
し
、
逆
に
尼
衆
の
中
に
僧
衆
が
混
入
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。

そ
れ
の
み
か
、
前
代
ま
で
の
遊
行
上
人
が
書
か
れ
た
部
分
に
行
間
書

き
で
書
込
み
を
し
た
の
も
十
三
祖
上
人
の
筆
蹟
で
あ
る
。
書
込
み
は

尼
衆
の
帖
で
は
そ
の
冒
頭
か
ら
随
所
に
見
ら
れ
る
し
ま
つ
で
あ
る
。

十
四
祖
太
空
と
十
五
祖
尊
恵
は
さ
ら
に
過
去
帳
の
記
載
方
法
を
改
め
、

こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
記
載
の
様
式
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
が
、

’

さ
き
の
「
不
」
や
「
議
了
」
の
筆
跡
が
ど
う
も
そ
の
後
の
遊
行
上
人

の
筆
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
と
、
す
る
と
こ
の
追
筆

は
十
二
祖
の
尊
観
じ
し
ん
の
書
込
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
不
往
生

．
の
判
定
や
、
そ
の
取
消
し
な
ど
は
十
二
祖
尊
観
の
時
代
を
最
後
に
見

ら
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
て
、
多
分
、
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
論
が
思
わ
ぬ
方
向
に
そ
れ
た
が
、
時
衆
に
お
け
る
不
往
生
は

一
遍
の
時
代
に
始
ま
り
、
十
二
祖
尊
観
の
時
代
ま
で
存
続
し
た
が
、

明
徳
、
応
永
の
頃
に
不
往
生
の
取
消
し
が
二
例
み
ら
れ
た
の
を
最
後

と
し
て
消
滅
す
る
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
不
往
生
の
認
定
を
明

記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
帳
の
権
威
は
い
や
増
す
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
も
は
や
単
な
る
死
者
へ
の
追
善
で
は
な
く
、
往
生
人
の

極
楽
往
生
を
保
証
す
る
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
真
教
が
直
挿
の

智
得
に
譲
っ
た
過
去
帳
は
、
ま
さ
し
く
か
か
る
知
識
の
権
威
を
象
徴

す
る
過
虫
帳
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
歴
代
の
遊
行
上
人
は
自
筆
で
過
虫

帳
の
記
入
を
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
近
世
に
つ
い
て
は
そ
の
原

則
が
守
ら
れ
た
か
ど
う
か
確
認
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
現
在
で
も

遊
行
上
人
は
「
御
手
許
過
去
帳
」
と
呼
ば
れ
る
過
去
帳
を
受
継
ぐ
こ

と
が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
歴
代
の
遊
行
上
人
は
真
教
か
ら
受
継
い
だ
他
阿
弥
陀
仏
の
法
号
と
、
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知
識
の
権
威
を
象
徴
す
る
過
去
帳
と
、
　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
撤
梶
碓
姓
」

と
書
か
れ
た
小
紙
片
を
ひ
と
び
と
に
配
る
（
賦
算
）
こ
と
の
　
二
位
一

体
的
な
絶
対
的
権
威
と
し
て
、
教
団
を
支
配
統
制
し
て
ゆ
く
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
、
教
団
の
統
制

　
二
塁
の
他
阿
真
教
が
各
地
に
開
創
さ
れ
た
道
場
に
弟
子
の
時
衆
を

止
住
さ
せ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
止
住
時
衆
に
消
息
を
送
っ
て
あ
る
い

は
法
義
の
質
問
に
答
え
、
あ
る
い
は
戒
律
を
守
る
べ
き
こ
と
を
教
え

た
・
こ
と
、
さ
ら
に
こ
れ
を
成
文
化
し
て
「
道
場
制
文
」
を
定
め
て
各

地
の
道
場
に
送
っ
た
こ
と
な
ど
は
前
に
述
べ
た
。
真
教
の
消
息
は
の

ち
に
ま
と
め
ら
れ
て
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
繊
版
さ
れ
た
が
、

そ
の
編
纂
に
従
っ
た
洛
東
迎
称
寺
（
正
親
町
道
場
）
の
入
阿
。
宜
然
の

刊
記
に
よ
れ
ば
、
真
教
の
和
歌
、
凡
そ
干
四
百
五
拾
余
首
の
中
か
ら

述
懐
無
常
釈
教
な
ど
安
心
起
行
に
便
あ
る
も
の
二
百
六
十
余
命
を
書

抜
い
た
と
い
う
か
ら
、
当
時
ま
で
真
教
の
和
歌
が
大
量
に
伝
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
真
教
の
法
語
の
ほ
か
に
、
三
春
智
得
や
四

祖
呑
海
の
消
息
や
、
七
二
託
何
、
十
四
祖
業
空
な
ど
の
法
語
が
一
部

で
書
字
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
時
衆
の
教
義
の
理
解
を
助
け

た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
道
場
舗
文
」
に
類
す
る
も
の
も
、
他
宗
に
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、

古
い
も
の
は
一
寺
院
を
対
象
と
し
た
も
の
が
多
く
、
一
宗
に
通
ず
る

も
の
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
　
一
宗
一
派
に
通
ず
る
規
定
と
し
て
は
浄

土
真
宗
高
田
派
の
「
真
恵
上
人
御
定
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は

永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
十
月
十
八
B
の
制
定
で
あ
る
。
高
照
派
が

教
団
と
し
て
の
輩
固
な
ま
と
ま
り
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
末
寺
の
本

寺
に
対
す
る
崇
敬
と
誠
実
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
情
を
示

し
て
い
る
。
戦
国
期
ま
で
降
れ
ば
こ
の
よ
う
な
一
宗
一
派
を
対
象
と

す
る
統
制
は
ま
ま
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
真
教
の
　
「
道
場
制
．

文
」
の
よ
う
に
一
四
世
紀
の
初
頭
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教

法
と
し
て
は
極
め
て
時
期
が
早
い
と
言
え
る
。
と
い
う
こ
と
は
真
教

に
よ
る
教
団
形
成
が
、
中
世
仏
教
の
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
も
の
で

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

　
他
の
宗
派
の
大
勢
を
み
て
み
れ
ば
、
ま
ず
天
台
宗
で
は
天
台
座
主

は
延
暦
寺
の
三
塔
の
学
徒
堂
衆
以
下
を
支
配
し
た
が
全
天
台
宗
の
教

主
で
は
決
し
て
な
く
、
青
蓮
院
や
妙
法
院
・
三
千
院
な
ど
の
門
跡
寺

は
半
ば
独
立
的
な
地
位
を
保
っ
て
い
た
し
、
三
井
寺
長
吏
は
寺
門
を
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

統
べ
る
と
は
言
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
円
満
院
・
聖
護
院
な
ど
は
必
ず
　
1
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し
も
支
配
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
真
言
宗
で
は
さ
ら
に
分
裂
が
著

し
く
東
寺
長
者
、
仁
和
寺
門
跡
、
醍
醐
寺
座
主
、
金
剛
峯
寺
検
校
な

ど
の
重
職
が
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
な
由
緒
を
も
っ
て
併
立
し
て
お
り
、

法
務
の
威
令
す
ら
貫
徹
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
南
都
六
宗
に
は
真
言

密
教
の
影
響
が
か
な
り
強
い
が
、
興
福
等
の
世
俗
的
権
力
が
強
大
で

そ
の
他
で
は
東
大
寺
・
法
隆
寺
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
動
き
を
み

せ
た
。
法
然
の
死
後
の
浄
土
宗
も
西
山
・
鎮
西
・
深
草
な
ど
の
諸
派

に
分
裂
し
て
統
一
的
な
規
律
を
求
め
得
べ
く
も
な
か
っ
た
し
、
親
鷺

の
浄
土
真
宗
も
ま
た
蓮
如
・
真
恵
の
出
現
ま
で
は
教
園
的
秩
序
の
確

立
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
う
い
う
ふ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
比
較
的
早
く
数
団
と
し
て
の
纒

ま
り
を
も
っ
た
の
は
日
蓮
在
世
時
代
の
日
蓮
宗
、
道
元
在
世
時
代
の

曹
洞
宗
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
け
で
、
他
の
大
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
の

有
力
寺
院
を
中
核
と
す
る
結
合
が
あ
っ
て
も
、
一
宗
一
派
の
輩
露
な

教
団
的
結
合
は
乏
し
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
真
教
の
時
衆
教
団
形
成
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
か
か
る
清
…
勢
を
考

慮
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
真
教
の
教
団
形
成
は
そ
の
後
、
真
教
の
独
住
一
従
っ
て
三
聡
智
得

の
遊
行
法
灯
の
継
承
以
後
曲
折
を
経
な
が
ら
も
独
嫁
す
る
藤
沢
上
人
、

回
国
す
る
遊
行
上
人
の
二
本
建
て
の
た
て
ま
え
を
作
り
出
し
た
。
そ

し
て
こ
の
二
本
建
て
の
体
認
は
時
衆
教
団
の
教
団
と
し
て
の
ま
と
ま

り
を
固
め
維
持
す
る
の
に
、
か
な
り
有
効
で
あ
っ
た
乏
い
っ
て
よ
い
。

　
時
衆
で
は
、
さ
き
に
掲
げ
た
真
教
の
書
簡
に
よ
っ
て
、
他
阿
弥
陀

仏
の
名
が
代
々
の
遊
行
上
人
に
よ
っ
て
う
け
つ
が
れ
た
世
襲
名
と
な

っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
世
襲
化
は
遊
行
上
人
の
名
乗
り
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。
四
条
道
場
金
蓮
等
の
往
持
は
代
々
浄
阿
弥
陀
仏
を
称
し
、

一
条
道
場
一
蓮
寺
が
法
阿
弥
陀
仏
、
長
崎
道
場
称
念
寺
が
薗
阿
弥
陀

仏
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
各
地
の
時
衆
道
場
の
止
佐
坊
主
は
代
た
同
じ

法
号
を
世
襲
し
た
。
こ
れ
ら
の
道
場
で
の
康
応
時
衆
は
、
甲
府
一
蓮

寺
持
が
代
々
武
田
幾
出
身
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
檀

越
一
族
の
氏
寺
化
し
て
ゆ
き
他
氏
の
出
身
者
を
姫
否
す
る
よ
う
な
動

き
が
で
は
じ
め
た
。
道
場
坊
主
が
檀
越
で
あ
る
豪
族
に
直
結
し
て
、

遊
行
上
人
の
支
配
か
ら
脱
落
し
て
ゆ
く
こ
と
は
宗
門
と
し
て
は
統
制

上
か
ら
放
置
で
き
な
い
。
当
然
、
宗
門
と
し
て
の
統
舗
を
強
化
す
る

こ
と
に
な
る
。

　
宗
門
統
鋼
上
、
有
力
な
手
段
と
な
り
得
た
の
は
「
不
往
生
」
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
第
十
二
祖
堂
観
を
最
後
と
し
て
全
く
見
ら
れ
な
く

な
る
の
は
前
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
も
の

20　（20）



時衆教國の成立（石田）

は
、
一
つ
に
は
道
場
住
持
の
任
命
制
で
あ
り
、
一
．
5
に
は
僧
位
僧
富

な
ど
の
贈
与
に
際
し
て
の
執
成
し
で
あ
っ
た
。
前
者
は
さ
き
の
氏
寺

化
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
は
あ
る
が
事
実
と
し
て
は
、
教
団
の
あ
る
べ

き
姿
と
し
て
行
な
わ
れ
た
ら
し
い
。
わ
れ
わ
れ
は
二
・
三
の
道
場
の

住
持
を
順
次
転
任
し
た
僧
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
尊

観
で
あ
っ
て
、
八
祖
渡
船
の
弟
子
と
な
ら
れ
た
尊
観
は
、
は
じ
め
師

阿
弥
陀
仏
と
称
し
、
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
ま
で
藤
沢
に
在
佐
し
、

翌
二
年
よ
り
永
和
二
年
（
＝
二
七
六
）
ま
で
兵
庫
道
場
（
真
光
寺
）
に
、

同
三
年
よ
り
至
徳
元
年
（
＝
二
八
四
）
ま
で
山
形
道
場
（
光
明
寿
）
に
、

翌
二
年
か
ら
二
年
間
は
甲
府
の
一
条
道
場
（
一
蓮
寺
）
に
住
持
し
、

嘉
慶
元
年
（
＝
二
八
七
）
二
月
二
十
六
臼
、
伊
豆
三
島
西
禰
寺
で
賦

算
し
て
遊
行
十
二
代
の
法
灯
を
相
続
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち

一
条
道
場
は
武
田
氏
出
身
で
な
け
れ
ば
住
持
に
な
れ
な
い
定
め
で
あ

っ
た
が
、
亀
山
天
皇
の
塁
子
常
盤
井
宮
恒
明
親
王
の
皇
子
で
後
村
士

天
皇
の
猶
子
で
あ
っ
た
尊
観
の
豪
商
を
考
慮
し
て
盛
観
に
名
流
住
持

的
な
呼
称
を
た
て
ま
つ
り
、
実
権
は
五
代
の
法
阿
弥
陀
仏
が
誤
判
と

い
う
資
格
で
握
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
尊
観
の
場
合
は
そ
の
綴
霞

の
尊
貴
よ
り
く
る
例
外
的
が
措
置
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
遊

行
十
四
祖
の
太
空
が
も
と
宝
飾
に
つ
い
て
弥
阿
弥
陀
仏
と
称
し
、
そ

の
の
ち
七
条
道
場
に
入
っ
て
師
阿
弥
陀
仏
（
八
代
）
と
な
り
さ
ら
に

遊
行
他
阿
上
人
と
な
っ
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
遊
行
二
十
一
祖
の
知

蓮
が
十
八
代
他
阿
上
人
如
露
の
弟
子
と
な
っ
て
弥
阿
弥
陀
仏
と
い
い
、

奥
谷
宝
厳
寺
・
七
条
道
場
（
＋
三
世
）
を
経
て
遊
行
他
阿
上
人
に
陞

つ
た
よ
う
に
、
末
寺
道
場
の
住
持
を
歴
任
す
る
の
は
、
時
衆
寺
院
で

は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
各
道
場
の
住
持
に
は
世
襲

の
法
号
が
あ
っ
た
か
ら
遷
任
の
つ
ど
法
号
が
代
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
係
長
か
ら
課
長
に
な
り
部
長
に
昇
任
す
る
よ
う
に
小
道
場
か

ら
中
道
場
、
大
道
場
へ
の
遷
任
が
行
わ
れ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
ら
を
野
禽
し
秩
序
づ
け
て
い
た
の
が
遊
行
他
阿
上
人
で
あ
っ
た
ろ

う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
そ
れ
を
示
す
も
の
は
竹
野
道
場
興

長
寺
の
住
持
職
を
遊
行
上
人
の
命
令
で
指
阿
弥
陀
仏
に
被
付
け
た
、

と
い
う
興
長
寺
直
感
御
中
あ
て
の
文
書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
は
年

号
が
な
い
が
戦
国
期
の
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
古
い
も
の
で
は
な

い
が
、
末
寺
道
場
主
が
遊
行
上
人
の
任
命
で
あ
る
と
い
う
の
は
真
教

以
来
の
時
衆
の
伝
統
で
あ
っ
た
。

　
遊
行
他
誌
上
人
の
廻
国
は
十
二
鴬
遷
観
い
ら
い
巡
狩
に
准
じ
、
止

宿
夫
婦
の
わ
ず
ら
い
な
く
、
各
地
で
の
饗
応
に
与
っ
た
。
藤
沢
清
浄

光
寺
に
は
後
光
厳
天
皇
能
筆
と
称
す
る
勅
額
が
掲
げ
ら
れ
、
他
掌
上

21 （21）



人
が
室
町
将
軍
に
馬
や
鞍
を
贈
り
、
そ
の
返
礼
と
し
て
将
軍
御
内
書

が
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
上
層
社
会
へ
の
接
近
が
顕
著
に
な
っ
て
く
る

に
従
っ
て
、
末
寺
道
場
で
は
そ
れ
ぞ
れ
寺
格
の
上
昇
と
住
持
の
僧
階

昇
任
を
望
む
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
四
条
道
場
は
後
深
草
天
皇

以
後
、
論
旨
・
院
宣
を
賜
っ
て
宝
寿
の
万
歳
と
天
下
の
安
泰
を
祈
念
し

た
し
、
長
崎
道
場
（
称
念
寺
）
は
長
禄
二
年
半
…
四
五
八
）
に
幕
府
の

御
判
御
教
書
を
得
て
幕
府
祈
願
寺
と
な
り
、
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）

後
土
御
門
天
皇
の
論
旨
を
得
て
勅
願
寺
と
な
り
、
後
奈
良
天
皇
の
論

旨
で
住
持
の
薗
阿
が
代
々
上
人
号
を
許
さ
れ
る
な
ど
着
女
と
そ
の
寺

格
を
高
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
遊
行
上
人
の

口
入
仲
介
に
よ
っ
て
実
現
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
即
ち
遊

行
十
七
代
上
人
輝
幽
が
将
軍
の
召
請
に
よ
っ
て
在
残
し
て
い
る
と
き

に
政
所
執
事
伊
勢
氏
を
介
し
て
将
軍
家
祈
願
寺
と
す
る
運
動
を
し
て

実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
上
人
号
の
勅
許
も
遊
行
上
人
の
仲
介

に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
さ
ら
に
時
代
が
降
れ
ば
、
遊
行
上
人
は
末
寺
道
場
主
の
功
労
に
応

じ
た
種
々
の
特
権
を
付
与
し
た
り
、
免
許
し
た
り
も
し
た
。
天
正
十

五
年
（
一
五
八
七
）
の
こ
と
で
あ
る
が
三
十
二
代
上
人
普
光
は
会
津

西
田
の
常
念
寺
覚
阿
に
替
勝
の
袈
裟
を
半
畳
と
を
免
許
し
、
僧
阿

（
秋
田
竜
泉
寺
か
）
に
半
畳
・
傘
両
種
な
ど
を
免
許
し
て
い
る
の
は
そ

　
　
　
　
⑫

の
例
で
あ
る
。

　
末
寺
道
場
の
宝
物
が
紛
失
し
た
よ
う
な
場
合
に
そ
れ
を
保
証
す
る

の
も
遊
行
他
阿
上
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）

越
後
佐
橋
の
専
称
寺
が
火
災
の
た
め
に
寄
進
状
な
ど
手
継
証
文
を
焼

失
し
た
際
に
、
十
六
代
上
人
南
要
が
保
証
人
と
な
っ
て
そ
の
安
堵
が

　
　
　
　
⑬

行
な
わ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
遊
行
他
阿
上
人
に
よ
る
教
団
の
統
制
な
い
し
領
導
は
、

上
人
が
た
え
ず
全
国
を
廻
国
遊
行
し
て
い
た
た
め
に
可
能
で
あ
っ
て
、

も
し
他
教
団
の
指
導
者
の
よ
う
に
本
寺
に
安
座
し
て
動
か
な
け
れ
ば

こ
の
よ
う
な
体
制
は
な
か
な
か
作
り
だ
せ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

換
言
す
れ
ば
真
教
の
独
住
、
そ
れ
に
よ
る
遊
行
他
阿
上
人
の
嗣
法
、

つ
ま
り
藤
沢
上
人
と
遊
行
上
人
と
い
う
二
本
建
て
の
体
制
が
こ
の
よ

う
な
教
団
統
制
、
支
配
を
よ
り
容
易
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
時
衆
の

末
寺
道
場
の
住
持
た
ち
は
、
た
だ
受
動
的
に
遊
行
上
人
の
来
訪
を
待

っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
何
年
か
に
一
度
は
総
本
山
で
あ
る
藤

沢
山
に
集
ま
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
藤
沢
上
人
か
ま

た
は
遊
行
上
人
が
死
ん
で
次
代
の
遊
行
上
人
を
選
ぶ
時
で
あ
っ
た
。

　
一
遍
の
残
後
、
真
教
は
残
っ
た
時
衆
を
率
い
て
丹
生
山
で
餓
死
し
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遊行
代数

2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
毘
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6

上人名

教
得
海
岡
鎮
何
船
木
愚
空
観
明
蟻
恵
要
幽
象
皓
峯
競
楽
愚
外
天
達
寂
円
光
三
念
光
悟
外
余
短

真
智
呑
安
一
託
渡
白
元
自
尊
尊
太
尊
重
暉
如
尊
一
知
意
称
不
仏
空
撮
遍
箪
食
同
普
満
燈
法
螺

麟

①
②
③
④

継職
年齢

⑤
⑥
　
⑦
⑧
　
⑨
　
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑯

3
4
5
7
0
4
0
2
4
3
9
2
8
4
2
7
9
5
6
9
9
5
9
4
9
、
7
1
2
2
6
2
7
2
5
0

5
4
5
4
5
5
5
4
4
5
3
5
3
5
4
3
4
4
4
3
4
4
5
3
4
3
4
5
5
5
4
4
5
6
6

初　　賦　　算　　地

播州粟河極楽浄土寺（瑞光寺）

糧州平塚宿

因州三野西光寺

武州芝宇宿

越後国曾禰津長福寺

越前国河井荘往生院（得生寺）

野州藤沢由清浄光院

越後国府上畳寺（称念寺）

相州藤沢山満浄光中

備後國尾道常照寺

豆州三嶋西福寺

相州藤沢山清浄光院

洛陽七条金光寺

武州河越型物楽中

里黒黒沢山清浄光寺

越後国佐橋専称寺

濃州垂井金蓮寺

越後国府称念寺

内州藤沢山清浄光寺

越前国争賀西方寺（長善寺に独住）

駿州府中長善寺（上坂二二寺に独倥）

河州通法寺

江州上坂乗台寺

償州海野常照寺

越前国敦賀西方寺

越前國府申称念寺

豊後府称名寺

越前国敦賀西方寺

越前圏岩本成願寺

常州江戸崎顕声寺

日州都於郡池上光照寺

越後国北条専称寺

武州江戸芝崎日輪寺

根州藤沢山清浄光寺

勢州藤沢山清浄光寺

年
お
り
、
正
和
元
年
（
＝
二

＝
一
）
遊
行
時
衆
の
筆
頭
と

な
り
、
嘉
暦
元
年
帰
国
し
て

曾
根
津
長
福
寺
に
住
ん
だ
。

と
こ
ろ
が
翌
二
年
安
国
が
隠

劉（23

曾
根
津
長
福
寺
家
阿
の
弟
子

と
な
っ
た
が
、
生
得
怜
倒
で

正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
三
月

七
条
道
場
の
真
教
の
も
と
に

送
ら
れ
、
七
条
道
場
に
二
十

民
部
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、

永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）
同
国

後
国
魚
沼
郡
妻
沼
荘
の
中
条

て
師
の
あ
と
を
追
お
う
と
し
た
が
、
山
麓
淡
河
の
地
頭
が
念
仏
の
札

を
受
け
に
登
山
し
て
き
た
の
を
契
機
に
衆
に
推
さ
れ
て
知
識
と
な
っ

た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
「
衆
に
推
さ
れ
て
」
と
い
う
の
は
こ

の
場
合
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
一
遍
は
宗
祖
で
あ
っ
て
、

時
衆
は
一
遍
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
始
め
に
一

遍
あ
り
き
」
で
よ
い
が
、
も
と
も
と
同
じ
門
弟
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た

寓
意
的
な
伝
説
が
あ
る
の
で
紹
介
す
れ
ば
、
遊
行
六
代
一
鎮
は
越

に

違
い
な

い
　o

真
教
が
知
識
と
な
る
た
め
に
は
大
衆
に
推
戴
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
真
教
が
貴
阿
智
得
を
三
代
上
人
に
指
定
す
る
の

に
も
、
ま
た
智
得
が
有
阿
呑
海
を
四
代
よ
人
に
し
た
時
に
も
、
先
代

の
恣
意
的
な
指
名
で
は
な
く
大
衆
の
推
挙
、
同
意
が
必
要
で
あ
っ
た



憂
し
、
四
月
朔
日
を
交
代
の
日
と
定
め
諸
国
末
爵
の
僧
を
藤
沢
山
に

集
め
た
。
長
福
寺
象
限
は
一
廉
を
留
守
居
に
し
て
登
山
し
た
が
、
一

鎮
も
登
山
し
て
遊
行
上
人
継
目
の
御
式
を
拝
し
た
い
と
思
い
、
師
の

あ
と
を
追
っ
て
頸
城
郡
関
山
で
師
に
追
い
つ
き
、
同
道
を
願
っ
た
と

こ
ろ
、
越
廼
は
立
腹
し
て
鐙
で
一
鎮
を
蹴
り
傷
を
負
わ
せ
た
。
そ
れ

で
も
一
壷
は
遊
行
上
人
交
代
の
式
を
拝
せ
ん
と
し
て
藤
沢
山
に
紛
れ

こ
み
橡
の
下
に
忍
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
継
目
法
要
三
日
の
夜
の
初
夜
、

和
讃
を
詠
ず
る
と
こ
ろ
鎮
守
の
熊
野
神
の
正
殿
よ
り
出
た
一
筋
の
光

明
が
橡
の
下
の
＝
銀
を
指
し
、
一
鎮
こ
そ
神
慮
に
か
な
っ
た
も
の
と

し
て
遊
行
の
法
灯
を
継
い
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
説
話
は
鐙
上

人
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
縁
起
を
説
明
す
る
説
話
で
、
細
部
を
検
討

す
れ
ば
疑
問
の
点
も
多
い
が
、
遊
行
上
人
の
継
目
が
諸
国
末
山
の
僧

の
合
意
に
よ
っ
て
実
現
し
た
こ
と
は
多
分
こ
の
説
話
の
作
ら
れ
た
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
常
識
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
遊
行
系
図
」
に
よ
っ
て

歴
代
の
遊
行
上
人
の
初
賦
当
地
を
検
討
し
て
み
れ
ば
、
一
鎮
は
越
後

国
書
根
津
長
福
寺
と
な
っ
て
い
て
、
さ
き
の
説
話
に
一
致
し
な
い
が
、

こ
の
表
で
み
る
限
り
は
遊
行
上
人
が
遊
行
の
旅
さ
き
で
嵩
ん
だ
場
合

に
は
、
そ
の
つ
ぎ
の
遊
行
上
人
は
藤
沢
山
で
聖
算
を
始
め
て
お
り
、

そ
れ
が
十
八
代
地
象
の
と
き
に
守
ら
れ
な
く
な
り
、
二
十
一
代
知
蓮

か
ら
あ
と
は
藤
沢
山
は
焼
亡
し
た
き
り
再
興
の
臼
途
を
も
た
た
ず
混

乱
を
き
わ
め
、
三
十
二
代
普
光
の
と
き
に
藤
沢
山
の
再
興
に
成
功
し
、

三
十
五
代
法
余
以
後
は
藤
沢
山
で
初
霞
算
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う

近
世
的
な
や
り
方
が
確
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
か
ら
も
、
あ

る
い
は
鐙
上
人
の
説
話
か
ら
も
、
初
期
に
は
時
衆
で
は
末
寺
道
揚
主

が
藤
沢
山
に
登
山
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
代
え
て

　
以
上
の
よ
う
な
時
衆
の
体
網
は
、
す
べ
て
真
教
が
う
ち
出
し
、
た
も

の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
真
教
の
定
め
た
路
線
の
延
長
上
に
必
然
的
に

継
起
し
た
現
象
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
か
ら
は
、
真
教
を
蒋
衆
教
団

の
組
織
者
と
呼
ん
で
よ
い
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
他
の
宗
派
に
比

べ
て
み
て
、
よ
り
整
備
さ
れ
た
教
団
組
織
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
を
通
じ
て
驚
異
的
に
伸
張

し
た
時
衆
教
学
の
繁
栄
は
、
当
然
、
さ
ら
に
永
続
的
に
続
か
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
時
衆
は
も
っ
と
発

展
す
べ
き
は
ず
の
宗
教
で
あ
っ
た
。
と
こ
．
う
が
、
事
実
は
応
永
頃
を

頂
点
に
し
て
次
第
に
振
る
わ
な
く
な
り
、
応
永
三
十
三
年
（
一
四
二

六
）
藤
沢
山
の
回
禄
は
、
牽
四
代
藤
沢
累
世
の
太
空
と
十
五
代
遊
行
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上
人
で
あ
る
尊
恵
の
努
力
で
再
興
し
た
も
の
の
、
繁
栄
は
永
続
せ
ず
、

永
正
十
年
（
一
五
一
三
）
正
月
北
条
早
雲
と
三
浦
道
寸
と
の
戦
乱
に

焼
か
れ
て
本
尊
を
駿
河
府
中
長
齢
寺
に
移
し
、
府
中
長
齢
寺
や
江
州

上
坂
乗
台
寺
や
越
前
井
川
の
新
子
光
寿
な
ど
各
地
の
大
道
場
が
独
住

地
に
な
る
有
様
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
北
陸
に
は
加
賀
を
中
心
と
す

る
．
一
向
一
揆
が
よ
う
や
く
激
し
く
、
蓮
如
以
来
徐
々
に
失
い
つ
つ
あ

っ
た
地
盤
を
一
部
に
失
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
関
東
に

は
、
従
来
時
衆
の
有
力
な
外
護
者
と
な
っ
て
い
た
時
衆
大
名
が
つ
ぎ

つ
ぎ
と
没
落
し
て
大
き
な
打
撃
を
被
っ
た
。
時
衆
の
有
力
な
地
盤
で

あ
っ
た
北
陸
と
関
東
の
一
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
壌
滅
は
時
衆
に
と
っ
て

そ
の
痛
手
は
決
定
的
で
あ
っ
た
。
一
方
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
宗
内
に

も
こ
の
よ
う
な
壌
滅
を
招
く
内
部
的
な
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
か
っ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
返
さ
な
い
。

　
①
宗
教
法
人
法
第
三
昂
第
二
条
。

　
②
　
キ
リ
ス
ト
教
系
で
は
、
た
と
え
ば
臼
本
基
督
教
団
の
よ
う
に
教
麟
を
名
渠
る
も

　
　
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
者
教
派
が
三
隅
し
て
結
成
し
た
も
の
で

　
　
あ
っ
て
、
最
初
か
ら
の
単
一
組
織
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
つ
ま
り
連
合
体
で
あ

　
　
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
ら
し
い
。
文
字
通
り
、
宗
教
団
体
と
い
う
意
味
で
あ

　
　
ろ
う
。

③
『
日
本
社
会
畏
俗
辞
典
』
鎗
一
巻
二
六
工
頁
。

④
廷
善
之
助
『
礒
本
仏
教
史
』
中
世
篇
ノ
一
、
四
四
六
頁
に
は
臨
命
終
特
衆
の
こ

　
と
と
し
て
い
る
。

⑤
空
遍
聖
絵
』
の
絵
に
は
こ
の
僧
に
「
権
現
」
と
注
記
さ
れ
て
い
て
、
熊
野
権

　
現
の
化
身
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

⑥
一
宗
瀾
創
の
こ
の
最
も
重
要
な
時
期
が
、
『
｛
遍
璽
絵
』
は
文
永
十
一
年
（
】

　
二
七
四
）
六
月
の
頃
の
こ
と
と
し
、
　
『
一
瀬
上
人
縁
起
絵
』
は
建
治
二
年
（
一
二

　
七
六
）
夏
の
頃
、
　
『
一
遍
上
人
年
譜
略
臨
は
建
治
元
年
（
～
二
七
五
）
十
二
月
十

　
五
臼
の
こ
と
と
し
て
い
て
一
致
し
な
い
。
最
も
信
愚
性
の
高
い
の
は
『
一
遜
塗

　
絵
』
の
所
伝
で
あ
る
が
、
宗
内
で
は
総
本
山
清
浄
光
寺
の
所
伝
で
あ
る
建
治
二
年

　
説
が
公
認
さ
れ
て
い
る
。
木
叢
で
の
年
代
表
記
は
主
と
し
て
『
一
遍
続
絵
』
に
よ

　
っ
て
い
る
。

⑦
コ
遍
上
人
祖
父
通
信
ヒ
ジ
リ
塚
」
北
上
衛
教
育
委
員
会
『
文
化
財
調
査
報

　
告
陣
第
一
集
（
昭
和
四
十
一
年
一
月
十
日
）

⑧
中
世
で
は
億
と
い
う
の
は
十
万
を
あ
ら
わ
す
場
合
が
多
い
の
で
、
こ
れ
は
二
薫

　
五
十
万
一
千
七
百
骨
四
人
と
読
み
代
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑨
「
時
宗
」
（
『
仏
教
史
学
』
九
巻
三
・
四
合
餅
号
所
蚊
）

⑩
　
大
橋
氏
の
掲
げ
る
不
往
生
の
表
に
つ
い
て
は
藩
干
の
増
補
が
必
要
で
あ
る
が
、

　
す
べ
て
別
の
機
会
に
ゆ
ず
っ
て
こ
こ
で
は
雀
略
す
る
。

⑪
秋
田
躯
泉
寺
文
書
。

⑫
尊
称
達
文
需
。

⑬
福
田
秀
一
「
彰
考
館
本
遊
行
系
図
解
説
と
翻
刻
」
（
羅
衆
研
究
』
一
三
母
）

⑭
　
拙
稿
「
室
町
暗
代
の
縛
衆
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
史
学
』
一
〇
巻
四
号
、
一
一
巻

　
三
・
四
合
併
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
戸
大
学
助
教
授
）
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Formation　of∫isya　Order時衆教団

　　　　　　　by

Yoshihito　lshida

　　Ji－sh食sect時…宗，　looking　up　to　IpPen一一逓as　its　head，　had　no　unity

of　the　order　in　his　days　and　collapsed　with　his　．　death．　The　man　who

revived　it　and　organized　as　an　order　was　Taam圭dabutsu－shinkyo他阿弥

陀仏真教，so－called‘Nisodaish6nin’「二祖大上人」；who　abcepted　the

country－warriors’　request　and　built　some　hundred　exercise　halls　in

various　placeS，　where　he　made　his　followers，　JishCi時衆，　stay．

　　It　is．this　article　that　researches　the　following’questiens：　How’did　he

regulate　and　organize　these　staying　Jishit　and　how　was　his　established

course　inherlted？

Chu－y践n－ming’s　＝祝允萌　History

　　　　　　by

Senryu　Manno

　　In　the　historian’s　history　the　Ming　HS　dynasty　never　kad　a　rich　crop　；

but　after　the　m2ddle　of　the　Ming　dynasty　the　reasonab1e　study　of　history

based　on　records　and　historicai　novels’ 狽盾潤I〈　the　place　of　poular　history

or．Yeh－shih－ti－chan9－ku－h領。野史的掌故の学in　the　first－half　of　Ming．

　　Such　a　tendency，　succeeded　by　the　following　Tsling　ir’re”：　dynasty，　de－

veloped　the　h圭storical　study　in　K’ao・cheng－hs肢。考証学；in　the　latter－

half　of　the　Ming’　dynasty　some　historians，　such　as　Li．chuo，wu李卓吾，

irresPective　of　the　past　estimation　of　persons，　were　apt　to　offer　their

own　comments　from　a　Bew　viewpoint．

　　To　speak　of　Chu－ytn一導ing祝月明who　Was　generaily　wel玉一kロown　as

acallig．　rapher，　Chu・tzu－tsui－chih・lu、祝子罪知録，　one　of　his．　works，　had

overthrown　the　established　personal　eriticism　and　developed　a　new　per－

sona！　criticisln．

We　try　to　add　a　new　Page　to　the　historian’s　history　in　tlie　Ming

dynasty，　by　observ1ng　the　Chu－yUn－ming’s　criticism　which　was　deve－

Ioped　and　supPorted　by　the　strong　crlticai　spirit　in　the　Su－ch6u蘇州county
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