
ず

だ

最
初
に
『
杜
陀
日
記
』
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。

し
ょ
う
ず
い

作
者
は
称
瑞
と
い
う
浄
土
宗
の
僧
侶
で
あ
る
。
称
瑞
は
江
戸
後
期
の
文

化
元
年
（
一
八
〇
四
）、
丹
波
国
大
山
（
現
在
の
兵
庫
県
篠
山
市
大
山
下
）

に
生
を
受
け
た
。
二
十
歳
の
と
き
出
家
し
、
二
十
八
歳
の
と
き
江
戸
浅
草
の

称
往
院
住
職
に
な
る
。
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
の
春
、
帰
郷
を
思
い
立

っ
た
称
瑞
は
二
月
四
日
に
江
戸
を
立
ち
、
三
月
二
十
四
日
、
丹
波
大
山
に
到

着
し
た
。
そ
の
旅
の
記
録
が
『
杜
陀
日
記
』（
以
下
、『
日
記
』）
で
あ
る
。

「
杜
陀
」
と
は
僧
侶
、
つ
ま
り
称
瑞
自
身
の
こ
と
で
あ
る
。

中
西
健
治
著
『
杜
陀
日
記
の
研
究
│
近
世
僧
侶
の
旅
日
記
│
』（
以
下

『
研
究
』）
は
、『
日
記
』
の
本
文
す
べ
て
を
翻
刻
し
、
難
語
や
固
有
名
詞
に

適
切
な
注
釈
を
施
す
と
と
も
に
、
巻
末
に
詳
し
い
解
題
を
付
し
た
研
究
書
で

あ
る
。
細
や
か
な
配
慮
の
あ
る
注
釈
と
、
的
確
な
読
解
を
示
し
た
解
題
に
、

長
年
培
わ
れ
た
著
者
の
深
く
広
い
学
識
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
れ
は
随
所
に
見
ら
れ
る
が
、
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
て
お
く
。「
古
歌
」

と
し
て
『
日
記
』
中
に
記
さ
れ
た
「
夢
の
世
に
ま
ぼ
ろ
し
の
身
の
生
れ
来
て

露
に
宿
か
る
宵
の
い
な
づ
ま
」（
三
八
頁
）
の
注
釈
と
し
て
、「
上
句
は
、
雲

隠
六
帖
（
別
本
）
の
巻
頭
歌
」、「
下
句
は
、
沙
玉
和
歌
集
（
後
崇
光
院
）」

の
歌
と
「
共
通
す
る
」
と
指
摘
し
、「
称
瑞
の
記
憶
で
一
首
に
合
成
さ
れ
た

か
」
と
著
者
は
推
察
し
て
い
る
。
和
歌
に
関
す
る
専
門
的
に
し
て
該
博
な
知

識
が
な
け
れ
ば
不
可
能
な
鋭
い
洞
察
で
あ
る
。

ま
た
、
適
宜
節
を
区
切
り
、
そ
の
部
分
の
記
事
内
容
を
ま
と
め
た
小
見
出

し
が
付
け
て
あ
る
の
は
、
読
解
の
助
け
と
し
て
気
が
利
い
て
い
る
。
さ
ら

に
、『
日
記
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
道
中
絵
図
（『
五
海
道
中
細
見
記
』）
を
掲

載
す
る
と
と
も
に
、
江
戸
か
ら
丹
波
大
山
ま
で
の
移
動
経
路
が
一
目
で
確
認

で
き
る
地
図
も
巻
末
に
付
さ
れ
て
い
て
、
読
解
の
参
考
に
な
る
。
地
名
・
和

歌
・
寺
社
・
人
名
に
分
類
し
た
語
句
索
引
が
付
い
て
い
る
の
も
あ
り
が
た

い
。
研
究
者
ら
し
い
配
慮
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
き
届
い
た
構
成
と
編
集

の
心
配
り
が
こ
の
書
の
大
き
な
価
値
と
言
え
よ
う
。

『
研
究
』
の
解
題
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
日
記
』
の
概
要
か
ら
、
そ
の
要
点

を
摘
記
し
て
お
く
。

『
日
記
』
の
記
事
の
随
所
に
和
歌
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
数
は
二
百

ど
う
か

首
以
上
に
な
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
道
歌
、
す
な
わ
ち
仏
教
の
心
を
詠
ん
だ

〔
書
評
〕
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著
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│
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歌
で
、
多
く
は
称
瑞
自
身
の
作
で
あ
る
。

か
い
ぎ
ゃ
く

と
き
に
諧
謔
味
さ
え
感
じ
さ
せ
る
そ
の
歌
風
は
伝
統
的
な
和
歌
と
は
趣

を
異
に
す
る
。
し
か
し
、『
古
今
集
』
や
『
後
撰
集
』、『
拾
遺
集
』
な
ど
の

古
歌
を
列
挙
し
た
箇
所
も
あ
れ
ば
、
西
行
や
芭
蕉
に
も
言
及
し
て
お
り
、
称

瑞
が
風
雅
の
道
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

そ
の
一
方
で
、
説
法
が
巧
み
で
あ
り
、
大
勢
の
聴
衆
を
満
足
さ
せ
る
優
れ

た
能
力
も
兼
ね
備
え
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
記
事
に
よ
っ
て
判
明

す
る
。

全
体
の
構
成
と
記
述
ぶ
り
か
ら
、
そ
の
時
々
の
記
録
の
単
な
る
集
積
で
は

な
く
て
、
意
識
的
に
仕
組
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。『
研
究
』
の
著

者
は
そ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、「
整
然
と
し
た
構
想
と
手
法
の
裡
に
念
仏

礼
賛
へ
の
思
い
を
色
濃
く
滲
ま
せ
な
が
ら
、
一
方
で
折
々
に
く
だ
け
た
様
相

を
呈
し
つ
つ
気
取
ら
な
い
旅
の
楽
し
み
や
風
光
に
言
及
」
し
て
い
る
と
、
ま

と
め
て
い
る
。
妥
当
な
概
括
と
言
え
よ
う
。

こ
の
『
研
究
』
に
よ
っ
て
『
日
記
』
の
本
文
を
通
読
す
る
だ
け
で
も
、
称

瑞
と
一
緒
に
旅
を
し
て
い
る
よ
う
な
楽
し
さ
を
覚
え
る
が
、
私
は
三
河
部
分

（
愛
知
県
東
部
）
の
行
程
を
実
際
に
歩
い
て
み
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
称
瑞

の
感
懐
を
追
体
験
す
る
と
い
う
面
白
さ
を
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

さ
て
、『
日
記
』
の
文
学
作
品
と
し
て
の
価
値
に
つ
い
て
も
一
瞥
し
て
お

き
た
い
。

そ
も
そ
も
日
本
文
学
史
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
作
品
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
近
世
紀
行
文
学
に
属
す
る
。
近
世
す
な
わ
ち

江
戸
時
代
と
い
う
の
は
、
我
々
が
常
識
的
に
想
像
す
る
よ
り
は
る
か
に
旅
行

が
盛
ん
だ
っ
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
紀
行
文
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
。
そ
の

分
野
の
研
究
者
、
宗
政
五
十
緒
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
後
期
だ
け
で
も
数
千
点

に
も
及
ぶ
と
い
う
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
東
路
記

己
巳
紀
行

西
遊

記
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
、
の
解
説
）。

そ
の
中
で
、
経
路
と
旅
行
時
期
が
『
日
記
』
に
比
較
的
近
い
作
品
は
、
香

な
か
ぞ
ら

川
景
樹
の
『
中
空
の
日
記
』
で
あ
ろ
う
。
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）、
江
戸

か
ら
伊
勢
へ
旅
し
た
と
き
の
日
記
で
あ
る
。
景
樹
は
歌
人
だ
か
ら
、
和
歌
が

随
所
に
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
書
き
ぶ
り
も
似
て
い
る
。
旅
の
翌
年
に
刊

行
さ
れ
、
天
保
年
間
に
も
繰
り
返
し
再
版
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
時
代
の
称

瑞
は
そ
れ
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、『
日
記
』
の
和
歌
を
俳
諧
に
置
き
換
え
、
同
行
の
「
扇
童
」
と
い

う
人
物
を
曾
良
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、『
奥
の
細
道
』
も
念
頭
に
浮
か
ん
で
く

る
。
文
体
も
違
え
ば
、
旅
の
事
情
も
異
な
る
け
れ
ど
も
、
芭
蕉
を
敬
愛
し
て

い
た
は
ず
の
称
瑞
が
紀
行
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
有
名
な
作
品
を
ま
る

で
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
埋
も
れ
て
い
た
こ
の
よ
う
な
紀
行
文
学
が
、

和
歌
に
造
詣
の
深
い
国
文
学
者
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
、
研
究
書
と
い
う
形
で

光
が
当
て
ら
れ
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
る
。
国
文
学
界
の
慶
事
と
言
え
よ
う
。

以
下
、
い
か
に
も
瑣
末
な
蛇
足
と
知
り
つ
つ
、『
研
究
』
の
翻
刻
と
脚
注

に
関
し
て
、
気
付
い
た
こ
と
の
い
く
つ
か
と
、
愚
考
に
よ
っ
て
新
た
に
判
明

し
た
こ
と
な
ど
、
補
説
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

ま
ず
、
翻
刻
に
つ
い
て
二
点
。

中
西
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『
研
究
』
四
二
頁
に
「
こ
ゝ
の
聖
ど
も
に
送
り
ま
す
」
と
あ
る
が
、
ど
う

し
て
こ
こ
だ
け
口
語
体
な
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。「
ま
す
」
と
い
う
丁

寧
語
の
助
動
詞
が
江
戸
時
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
狂

言
の
せ
り
ふ
に
も
出
て
く
る
の
で
不
思
議
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

口
語
で
あ
る
。
し
か
も
、『
日
記
』
の
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
は
用
い
ら
れ
て
い

な
い
。

『
研
究
』
著
者
の
中
西
氏
に
こ
の
疑
問
を
質
し
た
と
こ
ろ
、

「
送
り
ま
す
」
を
「
送
り
、
ま
ず
」
と
解
釈
で
き
る
か

と
い
う
ご
回
答
を
い
た
だ
い
た
。
つ
ま
り
、「
こ
ゝ
の
聖
ど
も
に
送
り
、
ま

ず
何
く
れ
と
語
ら
ひ
行
ま
ゝ
に
…
」
と
読
む
案
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
名
案
で

あ
る
。
文
脈
も
文
体
も
問
題
な
く
す
っ
き
り
通
る
。
そ
の
解
釈
以
外
に
手
は

な
か
ろ
う
。

次
に
、
一
一
八
頁
「
有
が
た
�
�
思
へ
り
し
が
」
の
部
分
。「
�
�
」
が

「
く
」
で
、「
有
が
た
く
思
へ
り
し
が
」
な
ら
わ
か
る
が
、
踊
り
字
（
繰
り
返

し
記
号
）
の
「
�
�
」
で
「
有
が
た
」
ま
た
は
「
が
た
」
を
リ
フ
レ
イ
ン
す

る
と
意
味
が
通
ら
な
い
。『
研
究
』
の
翻
刻
は
正
確
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、

お
そ
ら
く
原
文
の
誤
写
か
書
き
損
じ
で
あ
ろ
う
。

『
研
究
』
脚
注
の
説
明
に
関
し
て
気
付
い
た
こ
と
な
ど
。

ま
ず
、
四
九
頁
の
「
も
ろ
こ
し
人
」。
脚
注
に
は
「
朝
鮮
通
信
使
の
こ
と

を
さ
す
か
。
あ
る
い
は
琉
球
の
使
節
の
江
戸
参
府
の
こ
と
か
」
と
あ
る
が
、

長
崎
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
江
戸
参
府
の
可
能
性
も
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人

ハ
リ
ス
の
妾
「
唐
人
お
吉
」
の
例
が
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
は
欧
米
人
も

「
唐
人
」
と
か
「
も
ろ
こ
し
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
見
当
で
探
っ
た
と
こ
ろ
、
ま
さ
に
称
瑞
が
旅
し
た
天
保
十
五
年
（
一

八
四
四
）
の
二
月
二
十
八
日
に
オ
ラ
ン
ダ
人
が
江
戸
城
で
将
軍
家
慶
に
拝
謁

し
貢
物
を
献
上
し
て
い
る
事
実
が
見
つ
か
っ
た
。『
徳
川
実
紀
』
に
そ
の
記

録
が
あ
り
、『
対
外
関
係
史
総
合
年
表
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
）
に
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
称
瑞
が
目
撃
し
た
の
は
二
月
十
四
日
の
富
士
見
坂

（
富
士
川
近
く
）
の
あ
た
り
。
江
戸
城
登
城
の
十
四
日
前
だ
か
ら
、
日
程
的

に
ぴ
っ
た
り
符
合
す
る
。

一
方
、
朝
鮮
通
信
使
の
来
日
は
江
戸
時
代
に
十
二
回
あ
っ
た
が
、
文
化
八

年
（
一
八
一
一
）
が
最
後
な
の
で
、
そ
の
可
能
性
は
な
い
。
ま
た
、
琉
球
の

使
節
は
「
恩
謝
使
」「
慶
賀
使
」
と
言
っ
て
、
琉
球
王
の
即
位
も
し
く
は
徳

川
幕
府
の
将
軍
職
就
任
に
際
し
て
行
な
わ
れ
た
が
、
天
保
十
五
年
前
後
、
双

方
と
も
代
替
わ
り
が
な
い
の
で
、
そ
の
可
能
性
は
な
い
と
見
て
よ
い
。
称
瑞

が
目
撃
し
た
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の
一
行
だ
っ
た
と
見
て
ま
ち
が
い
な

い
だ
ろ
う
。

五
四
頁
の
「
逢
初
川
」
は
脚
注
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
熱
海
市
を
流

れ
る
川
で
あ
っ
て
、『
日
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
該
当
地
（
静
岡
市
清
水
区

近
辺
）
に
は
な
い
。
し
か
も
、
称
瑞
の
経
路
は
箱
根
山
の
北
を
通
っ
て
い
て

熱
海
に
は
寄
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
不
審
で
あ
る
。

『
日
記
』
で
は
「
い
は
ら
川
」（
庵
原
川
）
を
無
事
に
渡
っ
た
直
後
に
ぶ
つ

か
っ
た
川
と
い
う
叙
述
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
巴
川
の
こ
と
に
ち
が

い
な
い
。
一
つ
だ
け
手
が
か
り
は
、
巴
川
下
流
域
、
ち
ょ
う
ど
旧
東
海
道
の

道
筋
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
「
愛
染
町
」
と
い
う
地
名
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典

静
岡
県
』
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
昭
和
十
四
年
以
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降
の
町
名
の
よ
う
だ
が
、「
も
と
は
大
字
辻
の
一
部
」
と
あ
る
の
で
、
江
戸

時
代
に
小
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。「
あ
い
そ
め
」

と
読
む
の
で
、
そ
の
地
名
か
ら
称
瑞
は
川
の
名
を
誤
っ
て
認
識
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
愛
染
町
付
近
で
は
巴
川
の
こ
と
を
「
愛
染
川
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
か
。

八
〇
頁
に
見
え
る
宝
蔵
寺
の
こ
と
。
愛
知
県
岡
崎
市
東
部
に
現
存
す
る
。

『
研
究
』
脚
注
の
示
唆
を
受
け
て
実
地
踏
査
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
境
内
に

「
東
照
宮
」
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、『
日
記
』
の
記
述

の
、
一
つ
の
疑
問
が
氷
解
し
た
。『
日
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

軈
て
宝
蔵
寺
の
前
に
出
づ
。
茶
屋
の
原
、
中
嶋
な
ど
い
ふ
所
あ
り
。

（
中
略
）
御
開
運
、
御
身
隠
し
山
は
八
幡
宮
、
東
照
宮
の
み
や
し
ろ
あ

り
。

『
研
究
』
脚
注
に
は
、
そ
の
「
東
照
宮
」
は
「
滝
山
東
照
宮
。
久
能
山
、

日
光
と
並
ぶ
日
本
三
大
東
照
宮
。」
と
あ
る
。
つ
ま
り
滝
山
寺
境
内
に
あ
る

東
照
宮
を
指
し
て
い
る
と
い
う
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
東

照
宮
」
を
藤
川
宿
に
入
る
前
の
箇
所
で
記
し
て
い
る
の
は
い
さ
さ
か
気
に
な

る
。
と
い
う
の
は
、
称
瑞
の
経
路
は
、
宝
蔵
寺
の
あ
と
藤
川
宿
に
入
り
、
そ

の
の
ち
大
樹
寺
経
由
で
九
品
院
を
訪
れ
、
そ
れ
か
ら
や
っ
と
滝
山
東
照
宮
に

至
る
の
だ
か
ら
、「
東
照
宮
」
の
記
述
箇
所
が
あ
ま
り
に
早
す
ぎ
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
間
、
九
品
院
に
七
日
以
上
も
滞
在
し
て
い
る
の
で
、
時
間

的
に
も
か
な
り
離
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
実
は
、
ほ
ぼ
称
瑞
の
記
述
ど
お
り
の
場
所
に
、
も
う
一
つ
の

「
東
照
宮
」
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。「
ほ
ぼ
」
と
い
う
の
は
、「
宝
蔵
寺
」

に
続
け
な
い
で
、「
八
幡
宮
」
と
並
べ
て
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
八
幡

宮
」
と
い
う
の
は
山
中
八
幡
宮
の
こ
と
に
相
違
あ
る
ま
い
。

こ
の
神
社
は
徳
川
家
康
が
一
向
一
揆
の
と
き
門
徒
衆
に
追
わ
れ
て
逃
げ
て

き
て
、
境
内
の
洞
窟
に
身
を
隠
し
て
難
を
逃
れ
た
と
い
う
伝
説
の
あ
る
所
で

あ
る
。「
御
身
隠
し
山
は
八
幡
宮
」
と
称
瑞
が
記
し
た
の
は
、
そ
の
伝
説
を

地
元
で
聞
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
八
幡
宮
と
並
べ
て
「
東
照
宮
の
み
や
し
ろ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
こ
の
「
東
照
宮
」
は
家
康
自
身
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
く
だ
ん
の
一
文
は
「
家
康
の
開
運
と
な
っ
た
、
御
身
を
隠
し

た
山
の
山
中
八
幡
宮
、
す
な
わ
ち
家
康
公
の
御
社
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
に

解
釈
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
な
ぜ
、
直
接

「
家
康
公
」
ま
た
は
「
権
現
様
」
と
書
か
な
か
っ
た
の
か
が
疑
問
に
な
る
し
、

文
体
・
文
脈
と
し
て
も
不
自
然
で
あ
る
。「
東
照
宮
」
と
い
う
の
は
家
康
を

祀
っ
た
社
の
こ
と
で
あ
り
、
家
康
個
人
の
こ
と
を
そ
う
呼
ぶ
例
は
な
い
だ
ろ

う
。
宝
蔵
寺
に
「
東
照
宮
」
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
指
し
て
い
る
と
見
る
の

が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
七
一
頁
の
「
池
田
が
宿
、
ゆ
や
か
石
、
ゆ
や
か
桜
」
に
つ
い

て
。
脚
注
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
箇
所
だ
が
、
少
し
愚
考
を
施
し
て

お
く
。

ゆ

や

こ
の
「
ゆ
や
」
と
い
う
の
は
能
「
熊
野
」
の
シ
テ
（
主
人
公
）
熊
野
の
こ

と
に
ち
が
い
な
い
。「
く
ま
の
」
で
は
な
く
て
「
ゆ
や
」
と
読
む
。
熊
野
は

平
宗
盛
の
愛
妾
で
あ
り
、
遠
江
国
池
田
宿
（
静
岡
県
磐
田
市
池
田
）
の
出
身

中
西
健
治
著
『
杜
陀
日
記
の
研
究
│
近
世
僧
侶
の
旅
日
記
│
』
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で
あ
る
。
郷
里
で
病
に
臥
せ
っ
て
い
る
重
篤
の
母
か
ら
手
紙
が
届
い
た
の

で
、
熊
野
は
帰
郷
さ
せ
て
ほ
し
い
と
宗
盛
に
懇
願
し
、
清
水
参
詣
の
の
ち
許

さ
れ
る
と
い
う
内
容
の
能
で
あ
る
。
こ
の
能
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
遠
州
池
田

と
い
う
地
名
が
強
く
印
象
付
け
ら
れ
て
い
て
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
記
述

か
ら
、
称
瑞
に
は
能
（
謡
曲
）
の
知
識
が
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

池
田
の
行
興
寺
（
通
称
「
熊
野
寺
」）
に
は
熊
野
の
墓
が
あ
る
の
で
、「
ゆ

や
か
石
」
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
「
ゆ
や
か
桜
」。
地

元
に
あ
る
の
は
、
熊
野
が
植
え
た
と
い
う
樹
齢
八
〇
〇
年
の
藤
で
あ
っ
て
桜

で
は
な
い
。
能
「
熊
野
」
は
清
水
寺
の
花
見
の
場
面
が
メ
イ
ン
な
の
で
桜
は

印
象
的
で
あ
り
、
こ
の
能
の
象
徴
と
も
言
え
る
。
そ
の
連
想
で
称
瑞
は
記
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
愚
考
を
施
し
た
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
『
研
究
』
に
よ
る
学
問
的

成
果
の
学
恩
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
著
者
の
中
西
氏
に
深
甚
の
敬
意
を

表
し
、
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
Ａ
５
判
上
製
箱
入
り
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
六
五
〇
〇
円
、
風
間
書
房
）

（
は
や
し
・
か
ず
と
し

名
古
屋
女
子
大
学
教
授
）
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