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こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
總
持
寺
の
山
口
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
回
こ
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
て
、
大
変
嬉
し
く
思
う
て
お
り
ま
す
。
お
一
人
で
も
多
く
の
方
に
峨

山
禅
師
の
名
前
と
そ
の
業
績
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
私
た
ち
大
本
山
總
持
寺
の
大
き
な
願
い
で
あ
り
ま
す
。

　
ど
の
宗
教
・
宗
派
も
開
祖
さ
ま
の
名
前
は
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
で
す
が
二
代
さ
ま
と
な
る
と
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は

有
る
意
味
、
当
然
の
こ
と
と
も
云
え
ま
す
が
、
実
は
こ
こ
に
今
回
の
大
遠
忌
の
テ
ー
マ
「
相
承
」
の
意
義
が
存
す
る
の
で
す
。
開
祖
さ
ま

の
み
な
ら
ず
、
二
代
さ
ま
を
と
て
も
大
切
に
す
る
の
は
、
曹
洞
宗
の
特
徴
と
い
っ
て
宜
し
い
か
と
存
じ
ま
す
。

　
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
で
は
「
峨
山
禅
師
の
弟
子
た
ち
」
の
下
に
「
通
幻
寂
霊
を
中
心
と
し
て
」
と
い
う
副
題

が
つ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
日
は
こ
れ
を
省
き
ま
し
た
。

　
な
ぜ
な
ら
ば
、
峨
山
禅
師
の
弟
子
の
中
で
、
確
か
に
通
幻
禅
師
の
門
派
が
最
も
発
展
し
ま
し
た
が
、
金
子
み
す
ず
の
詩
じ
ゃ
あ
り
ま
せ

ん
が
「
み
ん
な
違
っ
て
、
み
ん
な
良
い
」
な
の
で
す
。

　
お
弟
子
た
ち
二
十
五
人
そ
れ
ぞ
れ
素
晴
ら
し
か
っ
た
訳
で
す
。
た
だ
結
果
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
法
孫
が
後
世
ま
で
発
展
し
た
か
ど
う
か

と
云
う
こ
と
で
、
一
人
ひ
と
り
は
優
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　
さ
て
、
私
に
と
り
ま
し
て
今
回
の
大
遠
忌
は
、
峨
山
禅
師
の
み
な
ら
ず
兄
弟
弟
子
の
明
峰
素
哲
禅
師
に
も
光
を
当
て
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　
瑩
山
禅
師
に
は
五
十
名
ほ
ど
僧
俗
の
弟
子
が
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
の
筆
頭
は
峨
山
禅
師
と
明
峰
禅
師
の
お
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二
方
で
あ
り
ま
し
た
。
明
峰
禅
師
に
は
お
弟
子
が
三
十
名
以
上
い
て
、
後
世
「
十
二
門
派
」
と
称
さ
れ
ま
し
た
。

　
峨
山
禅
師
は
ご
承
知
の
よ
う
に
お
弟
子
が
二
十
五
哲
と
云
わ
れ
二
十
五
人
お
り
ま
し
た
。
両
者
の
お
弟
子
た
ち
を
観
ま
す
と
、
明
峰
禅

師
の
場
合
は
殆
ど
が
瑩
山
禅
師
の
遺
弟
を
引
き
継
い
だ
方
で
あ
り
、
未
嗣
法
な
ら
ば
自
分
の
法
を
嗣
が
せ
ま
し
た
。

　
峨
山
禅
師
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
ご
自
身
が
全
国
を
歩
き
廻
り
修
行
遍
参
を
し
た
際
に
知
遇
を
得
た
で
あ
ろ
う
方
た
ち
が
膝
下

に
集
ま
っ
て
来
て
い
ま
す
。
新
し
く
自
分
で
開
拓
し
て
お
弟
子
さ
ま
が
来
て
い
る
の
で
す
。
た
ぶ
ん
、
峨
山
禅
師
に
は
独
自
の
広
い
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
明
峰
禅
師
と
峨
山
禅
師
の
お
弟
子
た
ち
に
は
、
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
の
で
す
。

　
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
明
峰
禅
師
と
峨
山
禅
師
の
人
柄
を
窺
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
明
峰
禅
師
は
穏
や
か
で
落
ち
着
い
て
い
て
物
事
を
じ
っ
く
り
考
え
る
タ
イ
プ
の
方
で
あ
り
ま
し
た
。
瑩
山
禅
師
は
、
明
峰
禅
師
の
こ
と

を
、「
年
老
い
た
馬
が
山
道
を
行
く
よ
う
な
い
も
の
で
い
わ
ゆ
る
老
馬
に
乗
っ
て
い
て
山
の
中
で
迷
っ
た
ら
、
馬
か
ら
降
り
て
手
綱
を
放
し

て
馬
を
歩
か
せ
た
と
こ
ろ
、
迷
わ
ず
に
麓
に
戻
る
こ
と
が
出
来
た
」
と
い
う
故
事
を
引
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
峨
山
禅
師
に
つ
い
て
は
、
瑩
山
禅
師
は
「
麟
麟
が
雨
の
中
を
バ
ー
ッ
と
天
空
に
昇
っ
て
い
く
よ
う
な
勢
い
の
盛
ん
な
様
子
で
あ
る
」
と

述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
瑩
山
禅
師
は
両
者
を
対
照
的
に
表
現
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
当
然
そ
こ
に
集
ま
る
お
弟
子
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

家
風
・
人
柄
に
魅
了
さ
れ
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
先
ほ
ど
尾
﨑
先
生
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
が
、
峨
山
禅
師
の
お
弟
子
た
ち
は
実
際
に
は
二
十
八
哲
と
も
二
十
九
哲
と
も
三
十
哲
と
も
云
わ

れ
ま
す
。
し
か
し
な
ぜ
二
十
五
哲
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
頃
、
永
澤
寺
関
係
資
料
に
二
十
五
哲
と
い
う
文
言
が
記
さ
れ

て
い
た
か
ら
と
云
わ
れ
ま
す
。
二
十
五
は
数
字
と
し
て
切
り
が
良
い
で
す
ね
。「
二
十
五
哲
の
五
哲
」
と
云
っ
た
方
が
「
二
十
八
哲
の
五

哲
」
よ
り
も
ス
ッ
キ
リ
と
し
て
お
り
ま
す
。

42



峨山禅師の弟子たち

― 3 ―

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、徐
々
に
二
十
五
哲
の
名
称
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、実
際
に
は
も
っ
と
多
く
の
お
弟
子
が
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
次
に
、
峨
山
禅
師
の
弟
子
た
ち
の
活
躍
に
つ
い
て
で
す
。
私
は
四
つ
に
大
き
く
分
類
し
て
み
ま
し
た
。

　
五
哲
に
関
し
て
は
最
後
に
述
べ
る
と
し
て
、
最
初
に
「
無
底
派
」
で
す
。
こ
れ
は
一
番
弟
子
の
無
底
良
韶
禅
師
で
岩
手
の
正
法
寺
を
開

い
た
方
で
す
。
残
念
な
が
ら
四
十
歳
代
で
早
く
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
か
ら
、
直
接
的
に
は
總
持
寺
へ
あ
ま
り
関
与
し
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
そ
の
流
れ
が
東
北
地
方
に
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
無
底
禅
師
を
中
心
と
し
て
、
月
泉
良
印
禅
師
・
道
叟
道
愛
禅

師
な
ど
が
、
東
北
地
方
に
峨
山
禅
師
の
教
え
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
で
す
か
ら
別
名
「
正
法
寺
派
」
と
も
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
二
番
目
に
、
九
州
地
方
に
展
開
し
た
勢
力
で
、「
無
外
・
無
着
派
」
で
す
。
無
外
円
照
禅
師
と
無
着
妙
融
禅
師
の
こ
と
で
す
。
九
州
一
円

に
、
こ
の
方
た
ち
と
そ
の
法
孫
が
峨
山
禅
師
の
教
え
を
広
め
て
い
き
ま
し
た
。

　
三
番
目
が
「
源
翁
派
」
で
す
。
源
翁
派
と
い
う
の
は
源
翁
心
昭
禅
師
の
流
れ
を
く
む
方
た
ち
で
す
。
現
在
、
石
を
割
る
道
具
を
玄
能
と

云
い
ま
す
が
、
そ
の
言
葉
の
元
に
な
っ
た
の
が
こ
の
源
翁
禅
師
で
す
。
こ
の
方
は
、
總
持
寺
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
東
北
の
福
島
か
ら
中
国

の
岡
山
ま
で
行
脚
し
て
禅
の
教
え
を
広
め
て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
の
為
に
、
後
世
事
実
か
ど
う
か
不
明
で
す
が
、
通
幻
派
か
ら
一
時
批
判
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
現
在
も
隆
々
と
し
て
源

翁
派
は
法
孫
が
栄
え
て
お
り
、
八
ヵ
寺
の
お
寺
が
聞
か
れ
て
三
十
六
門
に
も
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

　
そ
し
て
最
後
に
「
五
院
五
哲
派
」。
普
蔵
院
を
開
い
た
（
開
基
）
太
源
宗
真
禅
師
、
妙
高
庵
を
開
い
た
通
幻
寂
霊
禅
師
、
洞
川
庵
を
開
い

た
無
端
祖
環
禅
師
、
伝
法
庵
を
開
い
た
大
徹
宗
令
禅
師
、
如
意
庵
を
開
い
た
実
峰
良
秀
禅
師
の
五
哲
で
す
。
主
に
總
持
寺
や
能
登
近
辺
に

留
ま
っ
た
方
が
た
で
す
。

　
先
述
し
ま
し
た
が
、
二
十
五
哲
の
中
で
五
哲
だ
け
が
優
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
他
の
二
十
哲
も
そ
れ
ぞ
れ
素
晴
ら
し
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
本
山
の
護
持
発
展
に
尽
く
し
た
の
で
す
。
そ
の
形
態
は
、
能
登
に
留
ま
っ
て
總
持
寺
の
近
く
で
總
持
寺
の
基
礎
を
作
る
こ
と
に
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力
を
尽
く
す
人
も
い
れ
ば
、
教
線
拡
張
の
為
に
自
分
の
故
郷
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
外
護
者
の
ご
縁
で
遠
く
離
れ
た
地
に
赴
い
た
人
な

ど
で
す
。

　
こ
れ
が
二
十
五
哲
の
行
状
で
あ
り
ま
し
て
、
従
来
の
「
二
十
五
哲
の
中
の
特
に
優
れ
た
五
哲

4

4

4

4

4

4

4

が
山
内
境
内
に
塔
頭
を
建
て
て
五
院
と
し

た
」
な
ど
の
記
述
は
的
を
射
て
い
な
い
と
存
じ
ま
す
。

　
そ
の
五
院
で
す
が
、
普
蔵
院
・
妙
高
庵
・
洞
川
庵
・
伝
法
庵
・
如
意
庵
、
こ
れ
ら
は
塔
頭
で
あ
り
ま
す
か
ら
御
開
山
、
あ
る
い
は
御
両

尊
、
瑩
山
禅
師
と
峨
山
禅
師
の
お
墓
を
守
る
為
の
庵
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
山
号
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
開
山
で
は
な
く
て
、「
開
基
」

と
言
い
ま
す
。「
普
蔵
開
基
太
源
宗
真
大
和
尚
」「
妙
高
開
基
通
幻
寂
霊
大
和
尚
」
と
い
う
呼
称
を
し
て
お
り
ま
す
。
天
明
五
年
の
本
末
帳

を
眺
め
ま
す
と
、
太
源
派
三
〇
一
〇
ヵ
寺
、
通
幻
派
六
八
〇
〇
ヵ
寺
で
す
け
れ
ど
も
通
幻
派
は
関
三
刹
末
（
こ
れ
も
通
幻
派
）
を
入
れ
ま

す
と
、
大
方
八
八
〇
〇
ヵ
寺
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
全
国
展
開
に
於
い
て
は
「
数
は
力
な
り
」
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。

　
ま
た
、
輪
番
住
職
制
度
が
こ
の
五
院
を
中
心
に
始
ま
り
、
總
持
寺
教
団
が
大
発
展
す
る
一
つ
の
要
因
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は

宮
地
先
生
の
発
表
に
譲
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
永
平
寺
承
陽
殿
の
前
庭
に
「
峨
山
石
」
が
建
て
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
銘
文
の
内
容
は
、
現
在
の
永
平
寺
と
總
持
寺

の
調
和
し
て
い
る
状
態
を
予
見
し
た
如
き
の
驚
く
べ
き
も
の
で
す
。

　
今
回
の
大
遠
忌
に
於
い
て
、
總
持
寺
は
峨
山
石
を
大
き
く
取
り
あ
げ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
戦
国
〜
江
戸
期
に
於
い
て
、
却
っ
て
永
平

寺
の
方
が
峨
山
石
を
取
り
あ
げ
て
き
た
と
云
わ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
は
、
曹
洞
宗
寺
院
が
全
国
一
万
七
、八
千
ヵ
寺
あ
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
が
總
持
寺
系
の
末
寺
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
伽
藍
再
興
の
際

に
協
力
を
仰
ぐ
き
っ
か
け
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　
永
平
寺
は
度
々
兵
火
に
遭
い
伽
藍
を
失
い
ま
し
た
が
、
再
建
す
る
際
は
總
持
寺
系
の
お
寺
か
ら
も
勧
化
（
寄
付
）
を
お
願
い
す
る
必
要
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が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
時
に
、
そ
の
根
拠
と
し
て
示
し
た
も
の
が
峨
山
石
の
銘
文
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
そ
れ
に
応
じ
て
峨
山
派
も
復
興
に
対
し
積
極
的
に
協
力
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
の
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
二
十
五
哲
の
頃
か
ら
『
語
録
』
が
沢
山
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
読
み
ま
す
と
、
積
極
的
に
お
葬
式
や
法

事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
道
路
や
橋
を
設
け
る
と
き
の
祈
祷
や
供
養
も
行
い
、
人
び
と
の
安
寧
を
祈
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
う
い
う
檀
家
さ
ん
に
対
し
て
の
、
積
極
的
な
布
教
活
動
と
言
う
の
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
次
に
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
申
し
あ
げ
ま
す
。
本
来
は
「
洞
谷
清
規
』
と
称
す
べ
き
で
し
ょ
う
が
、
従
来
『
瑩
山
清
規
』
と
言
い
慣

わ
し
て
き
ま
し
た
。
正
式
に
は
、「
○
○
州
、
○
○
山
、
○
○
寺
行
事
次
第
」
と
い
う
内
題
が
付
い
て
い
て
、
空
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在

地
・
山
号
・
寺
名
が
書
き
込
め
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
「
武
蔵
野
州
諸
嶽
山
總
持
寺
行
事
次
第
」
な
ど
と
い
う
具
合
で
す
。

　
こ
れ
は
、弟
子
た
ち
が
『
瑩
山
清
規
』
を
書
き
写
し
て
写
本
と
し
、各
地
に
教
え
を
広
め
て
い
く
際
に
、全
国
ど
の
お
寺
の
住
職
に
な
っ

て
も
、
そ
の
寺
院
の
名
前
を
書
き
込
ん
で
使
用
で
き
る
よ
う
に
整
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
う
し
ま
す
と
、
全
国
各
地
に
こ
の
写
本
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
月
八
日
に
は
花
祭
り
を
一
斉
に
行
い
、
二
月
十
五
日
の
お
涅
槃

会
で
は
皆
が
お
釈
迦
さ
ま
を
偲
ん
で
法
要
を
営
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
れ
は
偏
に
『
瑩
山
清
規
』
が
全
国
に
伝
播
し
て
い
っ
た
か
ら

で
す
。

　
こ
の
流
れ
を
承
け
て
明
治
期
に
定
め
ら
れ
た
も
の
が
、
現
在
の
『
行
持
軌
範
』
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
普
段
行
じ
て
い
る
法
要
な
ど

の
多
く
は
、
ま
っ
た
く
こ
の
『
瑩
山
清
規
』
の
恩
恵
に
浴
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
伝
え
て
き
た
の
が
明
峰
派
や
峨
山
派
で
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

　
最
後
に
申
し
添
え
ま
す
。
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先
ほ
ど
の
圭
室
先
生
の
お
話
で
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
に
起
き
た
「
転
衣
事
件
」
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
事
件
に
よ
り
永
平
寺

は
し
ば
ら
く
住
職
を
欠
く
と
い
う
異
常
な
状
態
に
陥
り
ま
し
た
。

　
実
は
こ
の
事
件
の
解
決
に
私
の
住
職
地
の
檀
越
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
私
の
出
身
は
福
井
県
越
前
市
で
、
住
職
地
は
龍
泉
寺
と
云
い
御
開
山
は
通
幻
寂
霊
禅
師
で
す
。
通
幻
禅
師
は
こ
こ
で
亡
く
な
ら
れ
、
以

後
同
寺
は
江
戸
中
期
ま
で
「
通
幻
十
哲
」
派
に
よ
る
輪
住
制
を
敷
き
ま
し
た
。

　
そ
の
龍
泉
寺
が
江
戸
時
代
に
入
り
本
多
伊
豆
守
富
正
と
い
う
武
将
が
高
禄
を
喜
捨
し
て
大
檀
越
（
中
興
開
基
）
と
な
り
ま
し
た
。
本
多

伊
豆
守
は
越
前
藩
の
国
老
で
あ
り
ま
し
た
。
国
老
と
は
聞
き
な
れ
な
い
役
職
で
す
が
、
越
前
藩
で
は
家
老
よ
り
上
に
設
け
ら
れ
た
役
職
で

あ
り
ま
し
た
。
越
前
藩
は
尾
張
・
紀
州
・
水
戸
の
御
三
家
に
並
ぶ
立
場
で
し
た
。
そ
れ
は
藩
祖
が
徳
川
家
康
次
男
の
結
城
秀
康
で
あ
っ
た

か
ら
で
、
二
代
将
軍
秀
忠
は
秀
康
の
弟
に
な
り
ま
す
。

　
家
康
は
関
ヶ
原
の
合
戦
の
後
、
加
賀
藩
前
田
家
を
抑
え
る
要
所
と
し
て
、
秀
康
を
越
前
藩
六
十
八
万
石
の
藩
主
と
し
て
派
遣
し
ま
し
た
。

そ
の
時
一
緒
に
随
行
し
た
の
が
本
多
伊
豆
守
で
あ
り
ま
し
た
。

　
本
多
伊
豆
守
は
大
変
信
心
が
篤
く
、
越
前
へ
入
る
と
直
ち
に
龍
泉
寺
を
自
身
の
菩
提
所
と
定
め
て
篤
く
帰
依
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て

度
々
お
寺
に
参
詣
し
て
坐
禅
を
修
し
仏
の
教
え
を
聴
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
寛
永
十
八
年
に
は
永
平
寺
に
高
祖
道
元
禅
師
の
木
像
を
寄
進
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
木
像
は
そ
の
後
、
五
度
の
回
禄
で
も
焼
失

を
免
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
転
衣
事
件
が
起
き
る
と
そ
の
解
決
の
為
に
活
躍
を
い
た
し
ま
し
た
。
事
件
の
後
、
永
平

寺
は
約
五
年
も
の
間
、
住
職
不
在
の
状
態
が
続
き
ま
し
た
が
、
本
多
伊
豆
守
は
藩
を
通
し
て
幕
府
と
粘
り
強
く
交
渉
し
永
平
寺
の
後
住
問

題
を
解
決
し
よ
う
と
努
力
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
寛
永
十
一
年
に
上
州
の
雙
林
寺
か
ら
秀
察
禅
師
を
住
職
に
迎
え
る
こ
と
と
な
り
、
永
平
寺
は
以
前
の
状
態
に
回
復
す
る
こ

と
が
出
来
た
の
で
す
。
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た
だ
単
に
、
僧
侶
だ
け
が
永
平
寺
の
復
興
に
尽
力
し
た
の
で
は
な
く
て
、
本
多
伊
豆
守
の
よ
う
な
篤
信
の
人
物
も
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

　
つ
ま
り
、
峨
山
派
の
住
職
が
檀
信
徒
へ
の
布
教
教
化
に
於
い
て
、
總
持
寺
の
発
展
興
隆
と
共
に
永
平
寺
の
復
興
を
お
檀
家
さ
ん
に
説
い

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　
そ
の
要
因
が
承
陽
殿
前
庭
の
「
峨
山
石
」
で
あ
り
、
本
多
伊
豆
守
の
働
き
に
繋
が
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
峨
山
禅
師
の
示
さ
れ
た
「
一
味
同
心
」
と
か
「
和
合
同
心
」、
あ
る
い
は
瑩
山
禅
師
の
示
さ
れ
た
「
檀
越
の
力
を

無
く
し
て
は
自
分
の
仏
道
成
就
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
実
践
な
の
で
す
。
檀
家
さ
ん
と
住
職
が
ピ
タ
ッ
と
一
枚
と
な
り
共
に
歩

ん
で
行
く
。

　
和
合
と
は
単
に
一
緒
に
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、「
和
え
物
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
色
ん
な
物
を
調
理
し
て
も
お
互
い
の
味
を
殺

す
こ
と
な
く
活
か
し
合
っ
て
、
調
和
の
と
れ
た
美
味
し
い
食
材
が
出
来
あ
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
他
人
を
活
か
し
同
時
に
自
分
を
も
活
か
す
こ
と
が
、
瑩
峨
御
両
尊
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。

　
実
は
そ
れ
を
顕
著
に
表
現
し
て
い
る
の
が
、
私
た
ち
が
普
段
か
ら
搭
け
る
絡
子
や
お
袈
裟
で
あ
り
ま
す
。

　
お
袈
裟
は
沢
山
の
布
切
れ
が
集
ま
り
継
ぎ
合
わ
さ
れ
て
出
来
て
い
ま
す
。
一
枚
の
布
き
れ
は
隣
の
布
き
れ
を
支
え
て
い
る
と
同
時
に
隣

の
布
き
れ
か
ら
支
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
お
互
い
に
支
え
合
っ
て
い
る
状
態
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
お
袈
裟
で
あ
り
絡
子
で
あ
り
ま
す

ね
。

　
改
め
て
こ
の
大
遠
忌
を
迎
え
る
に
際
し
ま
し
て
想
い
を
強
く
す
る
点
は
、
峨
山
禅
師
及
び
そ
の
弟
子
た
ち
か
ら
今
日
ま
で
相
承
さ
れ
て

い
る
教
え
は
、「
檀
信
徒
を
敬
い
人
び
と
と
の
繋
が
り
を
大
切
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　
自
分
一
人
だ
け
の
幸
せ
を
求
め
る
の
で
は
な
く
て
、
周
り
の
人
び
と
の
幸
せ
も
念
じ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
よ
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
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以
上
で
私
の
お
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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