
は
じ
め
に

大
和
大
納
言

（

豊

臣

秀

長

）

死
去
已
後
、
多
武
嶺
且
々
寺
僧
還
住
、
但
、
寺
領
は
前
々
の
十
物

一
也
、
是
は
此
度
大
納
言
逝
去
の
事
、
蒙
大
織
冠
之
罸
之
由
、
時
之
人
云
之
間
、

如
此
と
云
々
、

こ
れ
は
『
当
代
記
』q

天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
条
に
記
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。

「
大
和
大
納
言
」
と
は
、
豊
臣
秀
吉
（
羽
柴
秀
吉
）
の
弟
と
し
て
知
ら
れ
る
豊
臣

秀
長
（
羽
柴
秀
長
）
の
こ
と
。
そ
の
秀
長
の
「
逝
去
」
が
、「
大
織
冠
之
罸
」
を
蒙
っ

た
結
果
だ
と
「
時
之
人
」
が
う
わ
さ
し
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
は
読
み
と
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、「
罸
」
を
く
だ
し
た
「
大
織
冠
」
と
い
え
ば
、
中
世
で
は
「
大
織
冠

破
裂
」w

と
い
う
事
象
で
も
知
ら
れ
る
、
大
和
国
多
武
峯
寺
（
妙
楽
寺
、
現
在
の
談
山
神

社
。
以
下
で
は
多
武
峯
で
統
一
）
に
ま
つ
ら
れ
た
霊
宝
、
藤
原
鎌
足
の
木
像
（
大
織
冠

神
像
）
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
「
大
織
冠
之
罸
」
と
秀
長
の
「
逝
去
」
と
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
な
因
果
関

係
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
証
明
す
る
こ
と
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
な
話
で
あ

る
。
が
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
時
之
人
」
に
う
わ
さ
さ
れ
る
よ
う
な
理
由
が
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
秀
長
の
居
城
の
あ
る
郡
山
（
大
和
郡
山
）
に
は
、
天
正
一
六
年

（
一
五
八
八
）
四
月
に
大
織
冠
が
多
武
峯
か
ら
遷
座
（
遷
宮
）
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
事

実
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
事
実
自
体
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
関
心
が
も
た
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
と

こ
ろ
で
ふ
れ
ら
れ
て
き
たe

。
と
く
に
永
島
福
太
郎
氏
の
研
究r

は
、
こ
の
事
実
に
か
か

わ
る
専
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
嚆
矢
と
し
て
今
も
基
本
文
献
の
地
位
を
し
め
て
い
る
。

た
だ
し
か
し
、
大
織
冠
遷
座
の
評
価
を
「
僧
徒
の
勢
力
を
剥
奪
す
る
為
の
も
の
」
と

い
う
の
は
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、「
そ
の
城
下
の
都
市
発
展
に
利
用
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
も
想
像
出
来
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
は
、
大
織
冠
遷
座
が
郡
山
城
下
町
の
発
展
に
寄

与
し
た
と
い
う
形
跡
は
見
い
だ
し
に
く
い
し
、
ま
た
中
世
で
は
大
織
冠
が
不
特
定
多

数
の
人
び
と
の
信
仰
を
集
め
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
や

は
り
別
の
理
由
を
み
つ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
在
知
ら
れ
る
史
料
を
あ
ら
た
め
て
時
系
列
に
追
っ
て
み
る

こ
と
で
、
大
織
冠
遷
座
と
い
う
事
象
が
も
た
ら
し
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
う
え
で
冒
頭
に
か
か
げ
た
史
料
に
つ

い
て
も
何
ら
か
の
説
明
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。
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一
　
新
多
武
峯
の
成
立

（
１
）
青
蓮
院
門
跡
と
多
武
峯

さ
て
、
残
さ
れ
て
い
る
史
料
に
よ
る
か
ぎ
り
、
こ
と
の
発
端
は
、
天
正
一
三
年

（
一
五
八
五
）
四
月
二
七
日
、
青
蓮
院
門
跡
尊
朝
が
「
多
武
峯
政
所
法
印
」
と
「
多
武

峯
里
院
老
僧
中
」
に
対
し
て
書
状
を
送
りt

、「
当
寺

（
多
武
峯
）

継
目
之
朱
印
」
を
獲
得
す
る
よ

う
は
た
ら
き
か
け
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。

こ
こ
で
青
蓮
院
門
跡
が
登
場
し
て
く
る
の
は
、
多
武
峯
が
大
和
国
に
あ
っ
て
、
山

門
延
暦
寺
東
塔
無
動
寺
の
末
寺
で
あ
り
、
そ
の
無
動
寺
を
管
轄
し
て
い
た
青
蓮
院
門

跡y

が
多
武
峯
の
「
寺
務
」
で
も
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
尊
朝
の

書
状
に
も
登
場
し
て
い
る
「
内
府
」（
内
大
臣
）
こ
と
、
羽
柴
秀
吉
が
い
よ
い
よ
天
下

人
と
し
て
の
名
実
（
こ
の
年
の
七
月
一
一
日
に
関
白
に
任
官
）
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
こ

と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。

「
継
目
之
朱
印
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
秀
吉
に
よ
る
朱
印
状
に
ほ
か
な

ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
七
月
に
な
っ
て
も
か
わ
ら
ず
、
七
月
八
日
に
は
、

秀
吉
側
近
の
所
司
代
玄
以
（
前
田
玄
以u

）
に
対
し
て
も
尊
朝
は
「
多
武
峯
領
継
目
之

朱
印
」
を
申
し
入
れ
て
い
るi

。

実
は
以
上
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
は
、『
大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
に
も
関
係

史
料
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
思
議
と
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は

ふ
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
し
か
し
時
系
列
に

史
料
を
追
っ
て
ゆ
く
と
、
こ
の
青
蓮
院
門
跡
の
動
き
と
大
織
冠
遷
座
と
は
深
く
関
係

し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
間
、
青
蓮
院
門
跡
が
多
武
峯
に
書
状
を
送

る
に
あ
た
っ
て
、
常
に
「
政
所
法
印
」
と
「
里
院
老
僧
中
」（「
里
院
御
中
」「
老
僧
中
」）

と
い
う
二
箇
所
に
書
状
を
送
り
、
と
も
に
「
申
触
満
寺
」
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る

点
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
多
武
峯
の
寺
内
組
織
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
あ
き
ら
か
に
は
さ
れ

て
い
な
い
が
、
天
台
系
の
寺
院
組
織
一
般
か
ら
類
推
す
る
と
、
満
寺
と
は
多
武
峯
の

寺
僧
集
団
全
体
の
こ
と
、
ま
た
政
所
と
は
寺
務
執
行
機
関
、
そ
し
て
老
僧
と
は
老
若o

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
衆
徒
の
う
ち
老
衆
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
通
常
で
あ
れ
ば
、
青
蓮
院
門
跡
の
意
志
や
命
令
は
政
所
を
通
じ
て
、

そ
こ
か
ら
衆
徒
、
そ
し
て
満
寺
へ
つ
た
わ
る
か
た
ち
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
か
ら

も
組
織
と
し
て
の
多
武
峯
に
何
ら
か
の
問
題
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
浮
上
し
て
こ

よ
う
。

実
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
も
、『
多
聞
院
日
記
』!0

天
正
一
三
年
閏
八
月
二
五

日
条
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
多
武
峯

調
歟
、
昨
夕
、
弓
・
ヤ
リ
（
槍
）

・
テ
ツ
（
鉄
砲
）ハ
ウ
・
具
足
・
甲
・
大
小
刀
、

惣
山
ノ
衆
、
悉
以
為
進
上
持
上
、
南
大
門
ニ

一
夜
明
了
、
今
朝
悉
持
テ
上
了
、

兵
力
全
不
入
天
下
平
均
ノ
事
也
、

こ
の
史
料
は
、
こ
れ
ま
で
「
僧
兵
鎮
圧
」
や
「
刀
狩
」
の
事
例
と
し
て
知
ら
れ
て

き
た
も
の
だ
が!1

、
し
か
し
よ
く
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
そ
の
文
面
か
ら
は
秀
吉
や
そ

の
政
権
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
指
示
や
命
令
が
く
だ
さ
れ
た
形
跡
の
み
ら
れ
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
の
時
期
、
多
武
峯
が
秀
吉
と
対
決
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
事

実
も
知
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
史
料
は
、「
多
武
峯

調
歟
」
と
み
え
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
寺
内
で
生
じ
て
い
た
問
題
に
か
か
わ
っ
て
「

」
＝
調
停

が
調
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
弓
以
下
の
武
具
が
「
惣
山
ノ
衆
」
に
よ
っ
て
「
悉
以
為

進
上
持
上
」
げ
ら
れ
た
と
読
む
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
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も
っ
と
も
、
そ
の
「

」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
に

つ
い
て
ま
で
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
た
だ
こ
れ
か
ら
一
〇
日
あ
ま
り
た
っ
た
九
月

七
日
の
『
多
聞
院
日
記
』
の
記
事
を
み
て
み
る
と
、
寺
内
で
生
じ
て
い
た
問
題
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
多
少
な
り
と
も
手
が
か
り
が
得
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

一
、
多
武
峯
去
五
日
、
悉
以
逃
散
相
果
了
、
如
形
老
衆
・
行
人
残
云
々
、

右
か
ら
は
九
月
五
日
に
「
惣
山
ノ
衆
」
が
「
逃
散
」
し
、
多
武
峯
に
は
「
老
衆
・

行
人
」
ば
か
り
が
残
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
と
い
え
ば
、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
か
ら
逆
に
「
逃
散
」
し
た
の
が
、

「
惣
山
ノ
衆
」
の
う
ち
「
老
衆
・
行
人
」
以
外
の
も
の
た
ち
だ
っ
た
こ
と
が
う
き
ぼ

り
と
な
る
。

こ
こ
で
残
っ
た
の
が
老
衆
と
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、「
逃
散
」
し
た
も
の
た
ち
と

は
こ
の
老
衆
に
対
す
る
若
衆
と
よ
ぶ
べ
き
寺
僧
た
ち
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
、
寺
内
で
生
じ
て
い
た
問
題
と
は
、
衆
徒
を
構
成
す
る

老
若
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

残
念
な
が
ら
そ
の
内
容
に
つ
い
て
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て

弓
以
下
の
武
具
が
「
進
上
」
さ
れ
た
と
い
う
以
上
、「
兵
力
」
を
と
も
な
う
厳
し
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
ま
ち
が
い
な
い
。

事
実
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、「
多
武
峯
春
覚
房
弟
子
」
で
「
九
才
」
に
な

る
「
今
市
加
賀
子
藤
若
」
が
、「
物

故
、
寺
（
多
武
峯
）へ
難
上
之
間
」、「
里
へ
下
」
っ
て
い

た
こ
と
な
ど
が
『
多
聞
院
日
記
』
天
正
一
三
年
閏
八
月
二
二
日
条
に
は
記
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。（

２
）
多
武
峯
の
分
裂

と
こ
ろ
で
、
若
衆
と
よ
ぶ
べ
き
寺
僧
た
ち
が
「
逃
散
」
し
た
の
は
、
実
は
直
接
的

に
は
「

」
に
よ
る
結
果
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
閏
八
月
一
五
日
か
ら
九

月
五
日
ま
で
の
あ
い
だ
に
は
、
多
武
峯
を
め
ぐ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
態
が
お
こ
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

同
三
日

（
天
正
一
三
年
九
月
）、
庚
子
、
下
向
于
和
州
、
依
今
度
被

自
談
山
路
銭
五
百
疋
進
上
、

移
大
織
冠
社
之
事
歟
、
有
談
山

衆
徒
訴
訟
之
子
細
、
勅
使
今
出
河
晴
季
公
参
向
、

今
夜
於
南
都
喜

多
院
一
宿
、

同
四

（
天
正
一
三

日
年
九
月
）
、
郡
山
登
城
、

城
外
一
見
、

今
度
談
山
寺
領
被
寄
附
六
千
石
、

山
上
之
坊
舎
悉
以
可
被
移
之
間
、
寺
僧
等

可
移
住
于
麓
之
由
、
関
白

（
秀
吉
）

殿
被
命
之
、

こ
れ
は
『
華
頂
要
略
』
門
主
伝!2

の
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
も
の
は
『
大
日

本
史
料
』
第
一
一
編
之
二
〇
（
天
正
一
三
年
九
月
四
日
条
）
に
も
お
さ
め
ら
れ
、
そ
の

綱
文
に
は
、「
秀
吉
、
大
和
多
武
峯
ノ
大
織
冠
社
ヲ
、
同
国
郡
山
ニ
移
築
セ
シ
メ
ン

ト
ス
ル
ニ
依
リ
、
勅
使
菊
亭
晴
季
、
青
蓮
院
尊
朝
法
親
王
ト
共
ニ
、
秀
吉
ヲ
郡
山
ニ

訪
フ
、
秀
吉
、
多
武
峯
ノ
坊
舎
ヲ
郡
山
近
辺
ニ
移
サ
ン
ガ
タ
メ
、
寺
僧
ヲ
シ
テ
下
山

セ
シ
ム
」
と
い
う
説
明
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。

右
の
史
料
を
み
て
み
る
と
、
た
し
か
に
九
月
三
日
に
青
蓮
院
門
跡
尊
朝
と
勅
使
の

今
出
川
晴
季
が
大
和
国
に
下
向
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
「
今
度
被
移
大
織
冠
社

之
事
」
や
「
談
山
衆
徒
訴
訟
之
子
細
」
に
か
か
わ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ

る
。ま

た
、
翌
四
日
に
は
、「
関
白
殿
」
＝
秀
吉
に
よ
っ
て
「
談
山
寺
領
」
と
し
て
六

〇
〇
〇
石
が
「
寄
附
」
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
山
上
之
坊
舎
」
を
こ
と
ご
と
く
移
し
、

「
寺
僧
等
」
も
ま
た
「
麓
」
に
「
移
住
」
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
も
読
み
と
れ

今
出
川

同
宿
、

路
銭
千
疋
、

自
談
山
進
入
、
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る
。た

だ
し
か
し
、
こ
れ
も
よ
く
よ
く
読
ん
で
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
九
月
の

段
階
で
は
、
史
料
の
ど
こ
に
も
多
武
峯
を
郡
山
へ
移
築
す
る
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
、「
寺
僧
等
」
が
「
麓
」
へ
移
住
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、「
大
織
冠
社
」
も
「
山
上
之
坊
舎
」
も
と
も
に
「
麓
」
へ
移
す
よ
う
秀
吉
か

ら
命
じ
ら
れ
た
と
読
む
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

実
は
こ
の
秀
吉
の
命
令
に
対
応
し
て
、
先
の
『
多
聞
院
日
記
』
九
月
七
日
条
で
み

ら
れ
た
「
逃
散
」
と
い
う
で
き
ご
と
が
お
こ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
老
衆
と
の
あ

い
だ
に
問
題
を
生
じ
て
い
た
若
衆
が
「
麓
」
へ
の
移
住
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
た
め

で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、
秀
吉
と
と
も
に
こ
の
九
月
三
日
に
大
和
国
に
入
国

し
た
ば
か
り
の
秀
長
も
、
九
月
六
日
付
で
山
麓
の
「
多
武
峯
門
前
」
に
対
し
て
「
多

武
峯
之
儀
、
関
白

（
秀
吉
）

様
被
仰
出
之
旨
、
聊
不
可
有
相
違
候
、
自
然
非
分
申
懸
族
こ
れ
あ

ら
ハ
、
速
可
申
付
候
、
寺
内
之
儀
、
両
門
前
預
置
之
条
、
家
道
具
等
取
散

於
有
火

事
者
、
可
加
成
敗
者
也
」
と
記
し
た
書
状!3

を
出
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
も
多
武
峯
を
郡
山
へ
移
す
と
は
秀
吉
が
命
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
が
、
翌
九
月
七
日
に
も
秀
長
の
家
臣
と
考
え
ら
れ
る
渡
辺
彦
左
衛
門
尉
が
「
た

い
し
よ
く
（
大
織
冠
宮
）
わ
ん
の
み
や
、

ニ
諸
堂
等
、
理
ふ
ち
ん

（
不
尽
）

に
う
ち（
打

や破
）ふ
り
候
と
も（
輩
）か
ら
候

者
、
寺
中
と
し
て
か
ら
め
と
り

（
搦
捕
）

、
郡
山
へ
可
被
越
候
」
と
い
う
書
状!4

を
送
っ
て
い

る
。大

織
冠
や
坊
舎
を
麓
に
移
築
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
然
混
乱
が
予
想
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
が
、
た
だ
こ
こ
で
も
「
理
ふ
ち
ん

（
不
尽
）

」
な
お
こ
な
い
に
よ
っ
て

「
た
い
し
よ
く
わ
ん
の
み
や

（
大
織
冠
宮
）

」
や
「
諸
堂
等
」
を
「
う
ち
や
ふ

（
打
破
）

」
る
よ
う
な
も
の
が

出
た
な
ら
ば
、「
寺
中
と
し
て
か
ら
め
と
り

（
搦
捕
）

」
郡
山
へ
差
し
出
す
よ
う
に
と
は
い
っ

て
い
て
も
、
大
織
冠
や
坊
舎
を
郡
山
へ
移
築
す
る
よ
う
に
と
は
い
っ
て
い
な
い
こ
と

に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
秀
吉
や
秀
長
は
九
月
の
段
階
で
は
坊
舎
や
大
織

冠
を
麓
に
移
築
す
る
よ
う
命
じ
つ
つ
も
、
で
き
る
か
ぎ
り
寺
内
（「
寺
中
」）
の
自
律

性
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

だ
が
し
か
し
、
お
よ
そ
一
ヶ
月
た
っ
て
も
事
態
は
あ
ま
り
変
化
を
み
せ
な
か
っ
た

よ
う
で
、
そ
の
結
果
、
翌
一
〇
月
三
日
に
秀
長
の
重
臣
横
浜
一
庵
良
慶
が
つ
ぎ
の
よ

う
な
書
状!5

を
多
武
峯
に
送
る
こ
と
と
な
っ
た
。

当
寺

（
多
武
峯
）

知
行
之
帳
渡
し
可
申
候
間
、
早
々
慥
之
仁
躰
可
有
御
越
候
、
然
者
郡
山

近
辺
へ
御
寺
可
被
成
御
引
之
由
被
仰
出
候
間
、
此
方
坊
舎
御
立
候
衆
へ
者
、
六

千
石
を
渡
し
可
申
候
、
無
左
衆
へ
ハ
一
切
渡
申
間
敷
候
間
、
可
有
其
御
心
得
候
、

恐
惶
謹
言
、

横
浜
一
庵

十
月
三
日

（
天
正
一
三
年
）

良
慶
（
花
押
）

多
武
峯
御
中

実
は
こ
こ
で
よ
う
や
く
「
御
寺
」
を
「
郡
山
近
辺
」
へ
「
御
引
」
の
話
が
出
て
く

る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
か
ら
は
「
此
方
」（
郡
山
近
辺
）
に
「
坊
舎
」
を
建
て
、
移
住
す

る
寺
僧
た
ち
に
は
「
六
千
石
」
の
「
知
行
之
帳
」
を
渡
す
い
っ
ぽ
う
で
、「
無
左
衆
」

へ
は
一
切
渡
さ
な
い
と
い
う
二
者
選
択
を
せ
ま
る
こ
と
で
多
武
峯
の
存
続
に
か
か
わ

る
最
終
的
な
決
断
を
う
な
が
し
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

そ
れ
は
同
時
に
、
自
律
性
の
失
わ
れ
た
多
武
峯
寺
内
そ
の
も
の
を
空
間
的
に
移
動

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
回
復
を
は
か
ろ
う
と
す
る
秀
吉
や
秀
長
ら
の
強
い
意

志
も
感
じ
さ
せ
よ
う
。

そ
の
結
果
、
多
武
峯
は
、
郡
山
の
「
新
多
武
峯
」（
新
峯
、
新
寺
）
と
故
地
の
多
武

峯
（
本
峯
、
本
寺
、
古
寺
）
と
に
分
裂
す
る
こ
と
と
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
さ

れ
る
の
は
、
こ
の
間
、
多
武
峰
に
か
か
わ
っ
て
活
発
な
動
き
を
み
せ
て
い
た
青
蓮
院
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門
跡
尊
朝
の
反
応
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、『
華
頂
要
略
』
門
主
伝
を
み
る
か
ぎ
り
、
一
連
の
事
態
に
対
し
て

尊
朝
が
不
快
感
を
示
し
た
と
い
う
形
跡
は
読
み
と
れ
ず
、
む
し
ろ
、
天
正
一
四
年

（
一
五
八
六
）
以
降
に
は
し
ば
し
ば
郡
山
へ
出
向
き
、「
新
多
武
峯
社

本
坊
等
令
見

物
」（
四
月
六
日
条
）
と
い
っ
た
動
き
を
み
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う

に
、
今
回
の
事
態
を
歓
迎
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
う
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
う
き
ぼ
り
に
な
る
の
は
、
こ
の
間
多
武
峯
に
か
か
わ
っ
て
動
き
を

み
せ
て
い
た
尊
朝
が
い
だ
い
て
い
た
懸
念
と
い
う
の
が
、
こ
の
時
期
に
衆
徒
間
に
生

じ
て
い
た
問
題
が
「
兵
力
」
を
と
も
な
う
大
騒
動
と
な
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
秀
吉

に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
た
り
、
破
却
さ
れ
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

そ
れ
を
避
け
る
た
め
、
尊
朝
は
四
月
の
段
階
か
ら
「
継
目
之
朱
印
」
の
獲
得
を
多

武
峯
寺
内
に
は
た
ら
き
つ
づ
け
て
き
た
わ
け
だ
が
、
い
か
ん
せ
ん
そ
の
意
志
は
う
ま

く
伝
わ
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
郡
山
へ
の
移
築
と
い
う
事
態
に
な
り
は
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
攻
撃
さ
れ
た
り
、
破
却
さ
れ
た
り
も
せ
ず
、
六
〇
〇
〇
石
の

知
行
が
あ
た
え
ら
れ
た
う
え
、
そ
の
存
続
が
ゆ
る
さ
れ
た
こ
と
は
や
は
り
歓
迎
す
べ

き
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
て
、
新
多
武
峯
に
移
住
す

る
寺
僧
た
ち
は
寺
務
で
あ
る
青
蓮
院
門
跡
に
対
し
て
も
従
順
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

近
年
、
京
都
の
寺
社
の
事
例
を
通
し
て
、
豊
臣
政
権
の
寺
社
政
策
の
基
調
が
、

「
門
跡
な
ど
寺
社
の
頂
上
部
を
掌
握
す
る
こ
と
と
、
既
存
の
秩
序
回
復
」
に
あ
っ
た

こ
と
が
伊
藤
真
昭
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る!6

。

多
武
峯
の
場
合
、
秀
吉
や
秀
長
が
青
蓮
院
門
跡
を
掌
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
尊
朝
の
動
き
や
そ
の
反
応
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
今
回

の
事
態
が
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
意
向
を
無
視
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら

か
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
尊
朝
と
と
も
に
下
向
し
て
き
た
勅
使
の
今
出
川
晴
季
の
役
目
も
ま
た
、

「
一
山
僧
俗
法
度
以
下
可
被
改
定
事
」
を
「
従
殿
下

（
秀
吉
）

被
加
下
知
候
様
、
青
蓮
院
相
談
」!7

す
る
よ
う
に
と
い
う
正
親
町
天
皇
の
命
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
以
上
、
天
皇
の
意

向
も
尊
朝
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
は
こ
の
よ
う
な
点
を
み
の
が
し
た
ま
ま
、
多
武
峯
の
郡
山
移
築

を
秀
吉
や
秀
長
に
よ
る
弾
圧
的
な
処
置
と
と
ら
え
て
き
た
。
た
し
か
に
大
和
国
へ
は

「
秀
吉
兄
弟
、
上
下
五
千
程
ニ
テ
被
入
訖
」!8

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
直
接
的

な
も
の
で
は
な
い
と
は
い
え
、
多
武
峯
衆
徒
が
軍
事
的
な
威
圧
を
感
じ
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
が
し
か
し
、
そ
れ
を
と
り
た
て
て
根
拠
も
な
く
弾
圧
と

と
ら
え
る
見
方
に
は
や
は
り
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
郡
山
に
新
多
武
峯
が
成
立
す
る
こ
と
と
な

っ
た
わ
け
だ
が
、
た
だ
実
際
に
は
大
織
冠
も
坊
舎
も
こ
の
年
に
移
築
さ
れ
た
の
で
は

な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
大
織
冠
や
坊
舎
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
郡
山
へ
移
築
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
そ
れ
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　
大
織
冠
の
遷
座
　

（
１
）
大
織
冠
社
と
坊
舎
の
造
営

と
こ
ろ
で
、『
談
山
神
社
文
書
』
に
は
、
天
正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
正
月
一
一
日

の
年
紀
を
も
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
起
請
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。

掟
条
々

一
、
今
般
大
織
冠
社
、
到
部

（
郡
）
山
可
有
御
遷
宮
、
付
而
三
輩
一
味
同
心
之
事
、

一
、
大
織
冠
御
新
社
造
営
之
間
、
聊
以
無
疎
略
、
可
有
馳
走
事
、

一
、
三
輩
各
衆
列
之
儀
、
無
退
崛
不
被
漏
評
定
、
到
部

（
郡
）
山
万
可
有
馳
走
、
万
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一
於
随
意
者
、
及
其
期
可
有
訴
訟
事
、

敬
白

天
罸
起
請
文
事

右
条
々
趣
、
於
相
背
者
、
梵
天
・
帝
尺

（
釈
）

・
四
大
天
王
・
日
本
国
中
大
小
神

、

殊
別
者
、
大
織
冠
大
明
神
、
御
罸
・
冥
罸
、
各
可
被
蒙
者
也
、
仍
起
請
文
如
件
、

天
正
十
四
年
正
月
十
一
日
　

良
賀

政
存
（
花
押
）

良
英

清
純

豪
賢
（
花
押
）

証
藝

（
中
略
）

祐
誉
（
花
押
）

英
誉

継
運
（
花
押
）

豪
算
（
花
押
）

真
尊

頼
弘
（
花
押
）

こ
こ
に
み
え
る
「
三
輩
」
と
い
う
の
は
、
中
世
で
は
「
三
輩
之
衆
儀
」!9

と
も
み
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
多
武
峯
に
お
い
て
も
っ
と
も
高
度
な
意
志
決
定
を
お
こ
な
う
寺
僧

集
団
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
起
請
文
の
最
後
に
一
二
人
ず
つ
三
段
に
分
け
て
そ
の
名
が
列
記
さ

れ
た
面
々
が
そ
の
「
三
輩
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
計
三
六
名
に
お

よ
ぶ
寺
僧
た
ち
の
う
ち
、
花
押
を
据
え
て
い
る
の
が
全
員
で
は
な
く
、
二
一
名
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
二
一
名
が
郡
山
に
「
坊
舎
御
立
候
衆
」
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
さ
だ
か
で
は

な
い
が@0

、
か
り
に
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
も
、「
三
輩
」
に
お
い
て
も
な
お
郡
山
へ
の

移
住
に
難
色
を
示
す
も
の
た
ち
が
い
た
こ
と
だ
け
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。

逆
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
「
三
輩
」
で
起
請
文
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
た
だ
右
の
起
請
文
か
ら
で
は
、
大
織
冠
社
や
坊
舎
の
造
営
の

よ
う
す
ま
で
は
読
み
と
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
す
は
、『
華
頂
要
略
』
門
主
伝
に
わ
ず

か
な
が
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で@1

、
そ
れ
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

『
華
頂
要
略
』
門
主
伝
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
天
正
一
四
年
四
月
一
日
条
に
「
今
度
談

山
大
織
冠
社

当
門
本
坊
以
下
諸
坊
舎
悉
移
於
郡
山
被
造
営
云
々
、
宰
相
秀
長
卿
沙

汰
云
々
」
と
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
に
は
大
織
冠
社
と
坊
舎
の
造
営
が
は
じ
ま
り
、
そ
れ

を
秀
長
が
沙
汰
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

郡
山
へ
の
移
築
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
造
営
は
多
武
峯
や
青
蓮
院
門
跡
が
お
こ
な

う
の
で
は
な
く
、
豊
臣
政
権
が
お
こ
な
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
工
事

自
体
は
急
ピ
ッ
チ
で
す
す
め
ら
れ
た
よ
う
で
、
尊
朝
も
四
月
六
日
に
「
和
州
郡
山
下

向
」、
七
日
に
は
「
新
多
武
峯
社

本
坊
等
令
見
物
」
し
、
そ
の
後
も
五
月
一
七
日

に
「
新
多
武
峯
作
事
令
出
来
」、
六
月
朔
日
に
も
「
新
多
武
峯
周
備
」
と
の
報
告
を

う
け
て
い
る
。

ま
た
、
七
月
一
六
日
に
も
尊
朝
は
「
下
向
郡
山
」
し
て
お
り
、「
新
多
武
峯
諸
宮

殿
周
備
」
の
さ
ま
を
目
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
八
月
二
八
日
ご
ろ
か
ら
は
「
下
向

新
多
武
峯
」
と
い
っ
た
記
述
を
し
は
じ
め
て
い
る
の
で
、
寺
観
も
か
な
り
整
い
つ
つ

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

実
際
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
九
月
二
日
に
尊
朝
は
「
新
造
本
坊
」
に
お
い

て
「
為
秀
長
卿
息
災
祈
、
始
修
不
動
護
摩
」
し
て
い
る
し
、
ま
た
一
二
月
七
日
に
も

「
下
向
新
峯
」
し
て
、「
自
大
和
中
納
言

（

秀

長

）

賜
百
石
之
領
地
、
同
十
八
日
従
一
庵
（
横
浜
）

被
渡
水

帳
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
お
お
よ
そ
こ
の
こ
ろ
に
は
坊
舎
の
ほ
う
は
完
成
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
大
織
冠
が
遷
座
す
る
大
織
冠
社
の
造
営
の
ほ
う

は
つ
づ
け
ら
れ
た
。
と
い
う
の
も
、『
華
頂
要
略
』
門
主
伝
に
よ
れ
ば
、
天
正
一
五

年
（
一
五
八
七
）
一
一
月
に
「
新
峯
大
織
冠
社
造
営
成
就
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
間
、
お
よ
そ
一
年
に
お
よ
ぶ
時
間
の
開
き
が
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て

は
さ
だ
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
新
多
武
峯
の
坊
舎
が
完
成
を
み
て
も
な

お
一
年
あ
ま
り
大
織
冠
が
多
武
峯
に
あ
っ
た
た
め
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
新
峯
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（
新
寺
、
新
多
武
峯
）
と
本
峯
（
本
寺
、
古
寺
）
と
の
分
裂
状
態
が
出
現
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
大
織
冠
の
遷
座
は
翌
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
四
月
に
実
行

さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
大
織
冠
の
遷
座
が
こ
の
よ
う
に
後
ま
わ
し
に
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
逆
に
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
遷
座
は
実
行
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
気
に
か
か

っ
て
く
る
の
が
秀
長
の
病
気
の
こ
と
で
あ
る
。

（
２
）
秀
長
の
病
気
と
大
織
冠

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
秀
長
は
、
秀
吉
に
先
立
つ
こ
と
天
正
一
九
年
（
一

五
九
一
）
正
月
二
二
日
に
五
一
歳
で
病
死
す
る
が
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
病
気
が
史
料

の
う
え
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
一
一
月
の
こ

と
で
あ
る
。

そ
れ
は
『
多
聞
院
日
記
』
一
一
月
晦
日
条
に
、「
大
納
言

（

秀

長

）

殿
煩
大
事
ト
テ
、
今
暁

郡
山
内
衆
悉
以
見
廻
ニ

上
洛
云
々
」
と
み
ら
れ
る
か
ら
だ
が
、
こ
の
と
き
は
「
大
納

言
殿
煩
無
殊
儀
云
々
」
と
『
多
聞
院
日
記
』
一
二
月
五
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

心
配
し
た
以
上
に
は
大
事
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
か
し
「
郡
山
内
衆
」
の
よ

う
す
か
ら
み
て
、
病
気
そ
の
も
の
は
こ
れ
以
前
よ
り
秀
長
の
体
を
む
し
ば
ん
で
い
た

と
考
え
て
よ
い
。

そ
う
考
え
て
み
る
と
、
先
に
も
ふ
れ
た
天
正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
九
月
二
日
に

尊
朝
が
新
多
武
峯
の
「
新
造
本
坊
」
で
「
為
秀
長
卿
息
災
祈
、
始
修
不
動
護
摩
」
し

て
い
た
こ
と
も
気
に
か
か
る
。
不
動
法
と
い
え
ば
、
除
病
・
延
寿
の
息
災
法
と
し
て

知
ら
れ
る
修
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
以
後
に
も
、
天
正
一
五
年
五
月
二
七
日
に
「
為
郡
山
城
中
静
謐
祈
、

於
新
峯
本
坊
、
修
護
摩
供

大
般
若
経
読
誦
」、
ま
た
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
正

月
二
〇
日
に
も
「
於
新
峯
本
坊
、
修
護
摩
」
す
る
な
ど
、
新
多
武
峰
本
坊
で
の
尊
朝

に
よ
る
祈

や
修
法
の
記
事
を
『
華
頂
要
略
』
門
主
伝
に
は
散
見
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
い
ず
れ
の
記
事
に
も
秀
長
の
病
気
平
癒
と
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
た
だ
尊
朝
が
京
都
か
ら
新
多
武
峯
に
わ
ざ
わ
ざ
下
向
し
て
祈

や
修
法

を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
秀
長
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

実
は
、
大
織
冠
遷
座
は
そ
の
よ
う
な
な
か
で
実
行
に
移
さ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な

よ
う
す
に
つ
い
て
も
、『
華
頂
要
略
』
門
主
伝
に
く
わ
し
い
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

天
正
一
六
年
三
月
二
四
日
、「
談
山
文
殊
院
」
が
「
談
山
大
明
神
遷
宮
之
事
注
進
」、

そ
れ
を
う
け
て
翌
二
五
日
に
尊
朝
が
参
内
し
て
「
依
遷
宮
長
者
宣
之
事
、
奏
聞
」
し
、

二
六
日
に
出
さ
れ
た
綸
旨
を
「
則
渡
文
殊
院
」
し
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
数
日
後
の
三
〇
日
に
今
度
は
長
者
宣
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が

「
従
玄
以
法
印
、
到
来
」
し
た
の
で
、
四
月
朔
日
に
「
文
殊
院
持
長
者
宣
、
今
日
帰

峯
」、
二
日
に
は
尊
朝
自
身
も
「
新
峯
下
向
」
し
、
三
日
の
「
未
剋
許
、
従
談
山
、

大
織
冠
霊
像
奉
遷
於
郡
山
新
造
殿
」
ら
れ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
と
き
に
出
さ
れ
た
綸
旨
も
長
者
宣
も
と
も
に
『
談
山
神
社
文
書
』

に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
長
者
宣@2

と
は
具
体
的
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。来

月
三
日
、
至
于
郡
山
大
織
冠
遷
宮
之
事
、
弥
可
奉
抽
国
家
安
全
懇
祈
者
、
長

者
宣
如
此
、
悉
之
以
状
、

天
正
十
六
年
三
月
卅
日
　
　
　
　
右
中
弁

（
中
御
門
宣
泰
）

（
花
押
）

多
武
峯
衆
徒
中

こ
の
長
者
宣
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
来
月
」
＝
四
月
三
日
に
郡
山
へ
の

大
織
冠
遷
座
が
決
定
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
が

841
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こ
の
長
者
宣
を
い
っ
た
い
だ
れ
が
出
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
一
般
に
長
者
宣
と
い
え
ば
、
藤
原
氏
長
者
の
宣
を
意
味
す
る
は
ず

だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
「
玄
以
法
印
」、
つ
ま
り
秀
吉
側
近
で
あ
る
所
司
代
玄
以

が
尊
朝
の
も
と
へ
も
た
ら
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
山
口
和
夫
氏@3

は
、
今
回
の
長
者
宣
が
「
藤
原
氏
長
者
を
包
摂

し
た
豊
臣
氏
長
者
」
と
し
て
秀
吉
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
。

山
口
氏
は
、
こ
の
年
正
月
に
も
秀
吉
が
春
日
社
の
正
預
職
を
長
者
宣
で
補
任
し
た
と

し
て
お
り
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
回
の
長
者
宣
も
ま
た
秀
吉
に
よ
っ
て

出
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
と
き
に
大
織
冠
遷
座
を
実
行
さ
せ
た
の
は
、
実
は
秀
長
で
は

な
く
秀
吉
だ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
が
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で

も
ま
た
青
蓮
院
門
跡
の
関
与
が
あ
っ
た
点
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
み

る
と
、
こ
の
時
期
に
実
行
さ
れ
た
大
織
冠
遷
座
と
秀
長
の
病
気
と
の
あ
い
だ
に
何
ら

か
の
関
連
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
の
が
や
は
り
妥
当
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
中
世
に
お
い
て
大
織
冠
が
除
病
や
延
寿
に
と
く
に
霊
験
あ
ら
た
か
で

あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
が
、
こ
こ
で
思
い
お
こ
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
が
冒
頭
に
引
用
し
た
『
当
代
記
』
の
記
事
の
存
在
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
秀
長
が
「
逝
去
」
し
た
の
は
「
大
織
冠
之
罸
」
を
蒙
っ
た
結
果
だ
と

「
時
之
人
」
が
う
わ
さ
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
実
は
こ
れ
と
似
た
よ

う
な
話
は
秀
長
が
亡
く
な
る
前
か
ら
あ
っ
た
。

一
、
多
武
峯
大
織
冠
、
来
十
八
日
ニ

寺
へ
還
御
、
新
社
カ
リ
ニ

番
匠
大
勢
召
寄
、

作
事
知
行
ハ
一
万
五
千
石
、
先
年
ノ
如
指
出
被
返
付
、
当
年
ハ
米
ニ

テ
物
成

六
部
ノ
通
り
ニ

被
渡
置
之
、
以
之
外
御
タ
ヽ
リ
ノ
子
細
在
之
故
云
々
、

右
は
『
多
聞
院
日
記
』
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
一
二
月
一
五
日
条
の
記
事
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
以
之
外
御
タ
ヽ
リ
ノ
子
細
在
之
故
」、
大
織
冠
が
ふ
た

た
び
多
武
峯
に
「
還
御
」
＝
帰
座
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
と
れ

る
。い

っ
ぽ
う
、『
談
山
神
社
』
に
残
さ
れ
る
史
料
に
よ
れ
ば
、
右
の
記
事
と
は
異
な

り
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
で
豊
臣
政
権
は
大
織
冠
を
帰
座
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ

と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。

今
度
宿
願
意
趣
者
、
大
和
大
納
言
秀
長
卿
、
当
病
於
本
復
者
、
太

（
マ
マ
）織
冠
如
先
々
、

可
為
御
帰
山

寺
領
等
可
致
寄
附
条
、
祈
念
事
、
可
被
抽
精
誠
之
状
如
件
、

天
正
十
八
年
十
月
吉
日
　
　
　
　
　
　
秀
次
（
花
押
）

多
武
峯
惣
山
中@4

こ
こ
で
な
ぜ
秀
吉
で
は
な
く
、
豊
臣
秀
次
（
羽
柴
秀
次
）
が
右
の
よ
う
な
文
書
を

出
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
は
秀
長
の
「
当
病
」

の
「
本
復
」
と
ひ
き
か
え
に
寺
領
の
寄
附
と
大
織
冠
の
「
帰
山
」
を
お
こ
な
う
と
豊

臣
政
権
が
「
多
武
峯
惣
中
」
に
伝
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
、
大
織
冠
の
遷
座
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
帰
座
を
条
件
に

右
の
よ
う
な
こ
と
を
お
こ
な
う
こ
と
は
不
可
能
な
わ
け
だ
が
、
し
か
し
こ
こ
で
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
罸
」
に
し
て
も
「
タ
ヽ
リ
」
に
し
て
も
、
い
ず
れ

も
そ
れ
ら
は
結
果
と
し
て
の
み
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
罸
」
や
「
タ
ヽ
リ
」
を
期
待
し
て
大
織
冠
の
遷
座
が
お

こ
な
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、
秀

吉
や
そ
の
政
権
は
帰
座
さ
せ
る
こ
と
と
同
様
の
効
果
を
遷
座
に
も
期
待
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
う
き
ぼ
り
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、「
罸
」
や
「
タ
ヽ
リ
」
と
い
う
の
は
そ
の
期
待
の
大
き
さ
の
裏

返
し
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
冒
頭
で
引
用
し
た
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『
当
代
記
』
が
伝
え
る
よ
う
に
、「
寺
領
は
前
々
の
十
物
の
一
」
に
減
ら
さ
れ
る
結
果

に
も
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

三
　
大
織
冠
と
善
光
寺
如
来
│
お
わ
り
に
か
え
て
│

以
上
の
検
討
か
ら
、
本
稿
で
は
大
織
冠
遷
座
の
背
景
に
秀
長
の
病
気
「
本
復
」
に

対
す
る
秀
吉
や
そ
の
政
権
の
期
待
が
あ
っ
た
と
考
え
る
わ
け
だ
が
、
実
は
そ
の
よ
う

に
考
え
る
に
あ
た
っ
て
常
に
そ
の
念
頭
に
は
あ
る
有
名
な
事
実
が
あ
っ
た
。

そ
の
事
実
と
は
、
こ
の
数
年
後
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
七
月
に
秀
吉
に
よ
っ

て
お
こ
な
わ
れ
た
京
都
の
東
山
大
仏
殿
へ
の
善
光
寺
如
来
遷
座
と
い
う
も
の
で
あ

る
。こ

の
と
き
の
遷
座
は
、
直
接
的
に
は
前
年
の
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
閏
七
月
の

大
地
震
に
よ
っ
て
大
破
し
た
大
仏
の
か
わ
り
と
し
て
、
当
時
、
信
濃
国
か
ら
甲
斐
国

に
移
さ
れ
て
い
た
善
光
寺
如
来
を
大
仏
殿
へ
遷
座
さ
せ
た
も
の
だ
っ
た
が@5

、
注
目
さ

れ
る
の
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
『
当
代
記
』
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
条
に
つ
ぎ
の
よ

う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

八
月
十
六
日
、
善
光
寺
如
来
俄
下
向
、
町
伝
に
信
州
本
善
光
寺
江

送
之
、
路
次

中
に
て
脇
仏
は
散
々
の
体
也
、
此
善
光
寺
如
来
上
り
給
て
後
、
太
閤

（
秀
吉
）

無
程
病
気

之
間
、
不
吉
之
兆
と
て
如
斯
、

大
織
冠
の
場
合
は
お
よ
そ
三
年
間
、
郡
山
へ
遷
座
し
た
が
、
善
光
寺
如
来
の
場
合

は
さ
ら
に
短
く
、
わ
ず
か
一
年
た
ら
ず
で
帰
座
し
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
も
ま
た
、

秀
吉
の
病
気
に
か
か
わ
る
「
不
吉
之
兆
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ

か
ら
は
読
み
と
れ
る
。

た
だ
し
、「
善
光
寺
如
来
上
り
給
て
後
、
太
閤

（
秀
吉
）

無
程
病
気
之
間
」
と
さ
れ
て
い
る

の
は
、
秀
長
の
と
き
の
「
罸
」
や
「
タ
ヽ
リ
」
と
同
様
、
結
果
と
し
て
語
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
り
事
実
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、『
当
代
記
』
自
身
が
伝
え
て
い
る

よ
う
に
、
秀
吉
は
「
惣
別
、
未
年
（
文
禄
四
年
）
よ
り
常
御
悩
気
」
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
秀
吉
の
病
気
と
善
光
寺
如
来
遷
座
と
の
あ
い
だ
に

も
深
い
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
大
織

冠
が
帰
座
し
た
天
正
一
八
年
一
二
月
二
八
日@6

か
ら
ま
も
な
く
の
天
正
一
九
年
（
一
五

九
一
）
正
月
二
二
日
に
秀
長
が
亡
く
な
っ
た
の
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
善
光
寺

如
来
が
帰
座
し
た
直
後
の
八
月
一
八
日
に
秀
吉
も
ま
た
亡
く
な
っ
て
い
る@7

と
い
う
事

実
の
符
合
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
偶
然
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
お
そ
ら
く
は
そ

う
で
は
な
く
、
秀
長
の
場
合
で
い
え
ば
、
す
で
に
天
正
一
八
年
一
〇
月
こ
ろ
に
は

「
ハ
ヤ
今
暁
秀
長
ハ
死
去
」@8

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
病
状
が
悪
化
し
、
ま
た
秀
吉
の
場
合

も
、「
六
月
二
日
よ
り
御
不
例
、
御
腰
不
立
」@9

と
い
う
深
刻
な
病
状
に
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
大
織
冠
の
帰
座
も
善
光
寺
如
来
の
帰
座
も
と
も
に
意
識
的
に

お
こ
な
わ
れ
た
と
み
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
目
的
と
は
、
先
に
み
た
秀
次
の
文
書
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、

「
当
病
」
の
「
本
復
」
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
く
、
し
か
も
と
も
に
そ
の
病
状
か
ら

考
え
て
、
い
わ
ば
奇
跡
が
お
こ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
秀
長
の
病
気
に
し
て
も
、
秀
吉
の
病
気
に
し
て
も
、
そ
の
平
癒
を
祈

願
す
る
祈

や
修
法
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
記
録
に

も
散
見
で
き
る
の
で
、
大
織
冠
や
善
光
寺
如
来
の
遷
座
の
み
に
期
待
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、「
罸
」
や
「
タ
ヽ
リ
」
を
お
こ
す
ほ
ど
の
霊
力
を
も
つ
大
織
冠
や
善
光

寺
如
来
と
い
っ
た
霊
宝
に
対
し
て
は
、
祈

や
修
法
を
お
ぎ
な
う
別
の
効
力
が
期
待

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
点
で
興
味
深
い
の
が
、
秀
吉
の
場
合
、
大
仏
殿
に
移
さ
れ
た
の
が
実
は
善
光
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寺
如
来
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

此
春
、
奥
州
平
泉
中
尊
寺
一
切
経
伏
見
江

被
召
上
、
如
来
堂
に
被
置
、
是

清
衡

（
藤
原
）

・
基
衡
（
藤
原
）

・
秀
衡
（
藤
原
）

三
代
之
中
に
所
書
写
之
経
有
三
部
、
十
月
本
国
被
返
下
、

こ
れ
も
ま
た
『
当
代
記
』
慶
長
三
年
条
の
記
事
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
奥
州
藤

原
氏
の
発
願
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
中
尊
寺
経
」（「
紺
紙
金
銀
交
書

一
切
経
」）
も
「
如
来
堂
」（
＝
大
仏
殿
、
善
光
寺
如
来
が
遷
座
し
て
い
る
あ
い
だ
は
大
仏

殿
は
こ
う
呼
ば
れ
た
）
へ
移
さ
れ
、
秀
吉
の
死
後
、
一
〇
月
に
か
え
さ
れ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

こ
の
事
実
は
、『
義
演
准
后
日
記
』#0

で
も
確
認
で
き
、
同
記
慶
長
三
年
六
月
八
日

条
に
は
「
奥
州
ヨ
リ
先
度
被
仰
付
一
切
経
二
部
、
伏
見
ニ
テ
参
著
云
々
」
と
記
さ
れ
、

「
中
尊
寺
経
」「
二
部
」
が
、『
当
代
記
』
の
い
う
よ
う
に
「
此
春
」
で
は
な
く
、
実

際
に
は
秀
吉
が
亡
く
な
る
二
ヶ
月
前
の
六
月
に
移
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

時
期
的
な
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
こ
の
「
中
尊
寺
経
」
も
ま
た
善
光
寺
如
来
と
同

じ
よ
う
な
霊
力
を
期
待
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
は
こ
れ
以
外
に
も
大
仏
殿
に
移
さ
れ
た
霊
宝
と
い
う
の
は
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る#1

が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
そ
の
す
べ
て
を
確
認
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

た
だ
、
大
仏
殿
に
移
さ
れ
た
こ
れ
ら
霊
宝
の
特
徴
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
が
短
期
間

で
か
え
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
目
的
と
し
た
よ
う

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
こ
か
ら
も
、
そ
れ
ら
に
期
待
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
れ
ら
自
身
が
そ
な
え
る
霊
力

や
、
あ
る
い
は
遷
座
と
い
っ
た
移
動
に
と
も
な
っ
て
お
こ
り
え
る
で
あ
ろ
う
、
特
別

な
力
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
な
豊
臣
政
権
と
霊
宝
と
い
っ
た
視
覚
か
ら
の
研
究
と
い
う
の
は
、
こ
れ

ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
で
は
本
稿
で
の
考
察
も
い
ま
だ

仮
説
の
域
を
こ
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
、
残
さ
れ
た
史
料
を
精
査
し
つ
つ
、

た
と
え
ば
大
仏
殿
に
移
さ
れ
た
霊
宝
を
ひ
と
つ
で
も
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
と
思
う
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
あ
る
程
度
の
か
た
ま
り
と
な
っ
た
と
き
、
本
稿

で
検
討
し
た
内
容
に
つ
い
て
も
よ
り
広
い
視
野
か
ら
考
察
を
し
直
す
必
要
が
出
て
く

る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
の
ほ
う
が
多
い
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
の
お
わ
り
に
か
え

た
い
と
思
う
。

注q

続
群
書
類
従
完
成
会
刊
本
。

w

黒
田
智
『
中
世
肖
像
の
文
化
史
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
七
年
）。

e

奈
良
県
編
『
大
和
志
料
』
下
（
奈
良
県
教
育
会
、
一
九
一
五
年
）、『
桜
井
市
史
』

上
巻
（
奈
良
県
桜
井
市
、
一
九
七
九
年
）。

r

永
島
福
太
郎
「
多
武
峯
の
郡
山
遷
座
に
つ
い
て
」（『
大
和
志
』
第
三
巻
一
号
、
一

九
三
六
年
）。
な
お
、
同
『
奈
良
文
化
の
伝
流
』（
目
黒
書
店
、
一
九
五
一
年
）
で
も

「
郡
山
の
繁
栄
策
」（
四
九
一
頁
）、「
城
下
町
郡
山
の
発
展
に
資
す
る
」（
四
九
二
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

t

『
華
頂
要
略
』
多
武
峯
雑
記
（『
大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
之
一
五
、
天
正
一
三
年

四
月
二
七
日
条
）。

y

下
坂
守
『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）。

u

伊
藤
真
昭
『
京
都
の
寺
社
と
豊
臣
政
権
』（
法
藏
館
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
れ
ば
、

史
料
に
は
「
玄
以
」
と
し
か
出
て
こ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

i

『
華
頂
要
略
』
多
武
峯
雑
記
（『
大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
之
一
七
、
天
正
一
三
年

七
月
八
日
条
）。

o

寛
正
八
年
七
月
日
付
多
武
峯
寺
法
度
条
々
（『
談
山
神
社
文
書
』
三
六
二
号
）
に

「
老
若
」
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

!0

増
補
続
史
料
大
成
。

!1

注
r
永
島
氏
前
掲
論
文
、
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
　
第
七
巻
　
近
世
篇
之
一
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
）、
藤
木
久
志
『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
八
五
年
）、
同
『
刀
狩
り
│
武
器
を
封
印
し
た
民
衆
│
』（
岩
波
新
書
、
二

844

一
〇
八



〇
〇
五
年
）。

!2

大
日
本
仏
教
全
書
。

!3

『
願
泉
寺
文
書
』（『
大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
之
二
〇
、
天
正
一
三
年
九
月
四
日

条
）。

!4

『
談
山
神
社
文
書
』（『
大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
之
二
〇
、
天
正
一
三
年
九
月
四

日
条
）。
な
お
、
談
山
神
社
刊
書
奉
賛
会
編
『
談
山
神
社
文
書
』（
星
野
書
店
、
一
九

二
九
年
）
と
談
山
神
社
文
化
財
調
査
委
員
会
編
『
談
山
神
社
文
化
財
目
録
美
術
工

芸
・
文
書
編
』（
談
山
神
社
、
一
九
九
二
年
）
も
参
照
と
し
た
。

!5

『
談
山
神
社
文
書
』（『
大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
之
二
一
、
天
正
一
三
年
一
〇
月

三
日
条
）。

!6

注
u
伊
藤
氏
前
掲
『
京
都
の
寺
社
と
豊
臣
政
権
』
参
照
。

!7

『
華
頂
要
略
』
多
武
峯
雑
記
（『
大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
之
一
九
、
天
正
一
三
年

閏
八
月
二
五
日
条
）。

!8

『
多
聞
院
日
記
』
天
正
一
三
年
九
月
三
日
条
。

!9

寛
正
八
年
七
月
日
多
武
峯
寺
法
度
条
々
（『
談
山
神
社
文
書
』
三
六
二
号
）。
具
体

的
に
は
、
天
文
二
〇
年
三
月
一
〇
日
付
三
輩
衆
儀
事
書
（『
談
山
神
社
文
書
』
二
七
三

号
）
の
よ
う
な
も
の
も
残
さ
れ
て
い
る
。

@0

『
談
山
神
社
文
書
』
二
九
四
号
に
は
、
天
正
一
四
年
一
二
月
一
〇
日
付
で
「
新
峯

同
宿
分
別
預
人
数
写
」
と
端
裏
書
さ
れ
た
文
書
も
残
さ
れ
て
い
る
。

@1

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
r
永
島
氏
論
文
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

@2

『
談
山
神
社
文
書
』
四
〇
号
。

@3

山
口
和
夫
「
統
一
政
権
の
成
立
と
朝
廷
の
近
世
化
」（
山
本
博
文
編
『
新
し
い
近
世

史
　
１
　
国
家
と
秩
序
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
六
年
）。

@4

『
談
山
神
社
文
書
』
七
三
号
。

@5

こ
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
西
山
克
「
王
権
と
善
光
寺
如
来
堂
」（『
古
代
・
中
世
の

信
濃
社
会
　
塚
本
学
先
生
退
職
記
念
論
文
集
』
銀
河
書
房
、
一
九
九
二
年
）
に
く
わ

し
い
。

@6

『
華
頂
要
略
』
門
主
伝
、
天
正
一
八
年
一
二
月
二
八
日
条
。『
多
聞
院
日
記
』
天
正

一
八
年
一
二
月
一
八
日
条
。

@7

『
舜
旧
記
』（
史
料
纂
集
）
慶
長
三
年
八
月
一
八
日
条
、『
当
代
記
』
慶
長
三
年
条
。

@8

『
多
聞
院
日
記
』
天
正
一
八
年
一
〇
月
二
〇
日
条
。

@9

『
当
代
記
』
慶
長
三
年
条
。

#0

史
料
纂
集
。

#1

黒
田
智
「
信
長
夢
合
わ
せ
譚
と
武
威
の
系
譜
」（『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
一
編
六
号
、

二
〇
〇
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
大
仏
殿
に
は
後
北
条
氏
か
ら
掠
奪
し
た
「
五
百
羅
漢
像
」

も
安
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

（
奈
良
大
学
文
学
部
准
教
授
）
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