
宮
崎
県
の
富
士
門
流
に
つ
い
て

黒

木

報

源

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
宮
崎
県
の
妙
国
寺
の
黒
木
報
源
と
申
し
ま
す
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

宮
崎
県
は
、
日
蓮
宗
寺
院
の
非
常
に
少
な
い
所
で
す
、
そ
の
殆
ど
が
富
士
門
流
の
お
寺
で
す
。
宮
崎
、
鹿
児
島
、
沖
縄
を
ひ
と
つ
の
管

区
と
し
て
三
十
ヶ
寺
、
宮
崎
県
内
は
二
十
五
ヶ
寺
く
ら
い
で
す
。
そ
の
中
の
半
分
く
ら
い
が
、
旧
本
門
宗
の
お
寺
で
す
。
現
在
の
宗
務
所

長
、
伝
道
担
当
事
務
長
、
宗
務
担
当
事
務
長
も
、
み
ん
な
富
士
門
流
の
お
寺
の
方
で
す
。

昭
和
十
六
年
の
三
派
合
同
で
日
蓮
宗
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
三
派
合
同
の
時
に
、
色
々
と
揉
め
て
い
た
よ
う
で
す
。
や
は
り
、
宮

崎
と
し
て
は
三
派
合
同
反
対
、
富
士
門
流
、
本
門
宗
と
し
て
い
く
、
と
い
う
声
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
時
代
の
流
れ
に
押
さ
れ

て
合
併
し
た
わ
け
で
す
。

富
士
門
流
と
十
把
一
絡
げ
で
言
い
ま
す
が
、
富
士
門
流
に
は
八
本
山
ご
ざ
い
ま
し
て
、
八
本
山
そ
れ
ぞ
れ
が
、
う
ち
こ
そ
正
統
だ
と
い

う
正
嫡
意
識
が
非
常
に
強
く
、
富
士
門
流
が
明
治
維
新
の
後
に
、
八
本
山
合
同
し
て
本
門
宗
に
な
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
管
長
を
決

め
る
の
に
、
つ
ま
り
総
本
山
を
決
め
る
の
に
か
な
り
揉
め
た
話
が
あ
り
ま
す
。
任
期
制
に
し
て
、
順
番
で
管
長
を
決
め
て
い
っ
た
わ
け
で

す
け
れ
ど
も
、
特
に
大
石
寺
は
非
常
に
正
嫡
意
識
が
強
か
っ
た
の
で
、
僅
か
数
年
で
本
門
宗
を
離
脱
し
、
日
蓮
正
宗
を
名
乗
り
ま
し
た
。

大
石
寺
の
檀
信
徒
や
末
寺
か
ら
す
る
と
、
大
石
寺
以
外
の
お
寺
を
総
本
山
と
し
て
仰
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
離
脱
し
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
多
か
れ
少
な
か
れ
他
の
お
寺
に
も
、
そ
う
い
う
意
識
は
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
今
も
、
八
本
山
の
う
ち
の
数
ヶ
寺
は
単
立
寺

院
で
す
。
ち
な
み
に
、
北
山
本
門
寺
と
小
泉
の
久
遠
寺
は
、
日
蓮
宗
に
属
し
て
い
ま
す
。
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宮
崎
の
本
門
宗
寺
院
は
、
八
本
山
の
う
ち
の
小
泉
久
遠
寺
と
保
田
妙
本
寺
の
系
列
で
す
。
保
田
妙
本
寺
は
現
在
単
立
で
す
け
れ
ど
も
、

保
田
と
小
泉
は
ず
っ
と
両
山
一
貫
主
制
を
と
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
こ
の
末
寺
が
多
い
地
域
が
宮
崎
県
で
す
。
で
す
か
ら
富
士
門
流
と
い
っ

て
も
、
北
山
本
門
寺
と
は
ま
た
違
う
系
統
に
な
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
今
、
日
蓮
宗
に
属
し
て
い
る
旧
本
門
宗
は
、
興
統
法
縁
と
い
う
形

で
ま
と
ま
っ
て
お
り
ま
し
て
、
事
実
上
の
門
頭
寺
院
は
北
山
本
門
寺
で
す
。
昭
和
三
十
年
前
後
だ
と
思
い
ま
す
が
、
戸
田
城
聖
さ
ん
が
創

価
学
会
の
会
長
の
頃
、
創
価
学
会
や
日
蓮
正
宗
大
石
寺
が
非
常
に
元
気
の
い
い
時
代
が
あ
り
ま
し
て
、
宮
崎
県
内
の
数
ヶ
寺
が
折
伏
さ
れ
、

日
蓮
宗
か
ら
日
蓮
正
宗
に
改
宗
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
特
に
私
の
お
寺
が
あ
る
日
向
市
は
、
日
蓮
宗
寺
院
が
三
ヶ
寺
あ
っ
た
の
で
す
が
、

三
ヶ
寺
と
も
正
宗
に
改
宗
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
細
島
妙
国
寺
、
竹
ノ
上
本
善
寺
、
財
光
寺
定
善
寺
の
三
ヶ
寺
で
す
。
三
ヶ
寺
と
も
示
し

合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
、
い
や
実
際
示
し
合
わ
せ
た
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
日
蓮
宗
を
離
脱
し
日
蓮
正
宗
に
改
宗
し
て
し
ま
っ
た
歴
史

が
あ
り
ま
す
。
日
向
市
か
ら
日
蓮
宗
の
お
寺
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
細
島
妙
国
寺
は
檀
信
徒
が
揉
め
て
、
ま
た
、
近
く
の
日
本
山
妙
本
寺
仏
舎
利
塔
の
庵
主
様
が
住
職
に
直
談
判
を
し
た
り
し
て
、

一
年
ほ
ど
日
蓮
正
宗
に
在
籍
し
、
す
ぐ
に
日
蓮
正
宗
を
離
脱
致
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
日
蓮
宗
に
も
戻
ら
ず
、
し
ば
ら
く
単
立
の
ま
ま

だ
っ
た
の
で
す
。
竹
ノ
上
本
善
寺
の
檀
信
徒
は
特
に
揉
め
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
ま
ま
日
蓮
正
宗
に
所
属
し
て
お
り
ま
す
。
財
光
寺
の

定
善
寺
は
、
こ
れ
は
大
き
な
お
寺
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
檀
信
徒
が
非
常
に
揉
め
て
、
お
寺
に
詰
め
寄
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
お
寺

の
ご
住
職
が
、
そ
ん
な
に
日
蓮
正
宗
が
嫌
な
ら
日
蓮
宗
に
改
宗
し
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
檀
信
徒
を
門
前
払
い
に
し

て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
怒
っ
た
檀
信
徒
は
日
蓮
宗
に
改
宗
し
た
く
て
も
、
当
時
日
向
市
内
に
は
日
蓮
宗
の
お
寺
が
な
か
っ
た
の
で
、
離

脱
す
る
決
意
を
し
て
一
寺
建
立
し
ま
し
た
。
住
職
を
延
岡
市
本
東
寺
か
ら
お
招
き
し
、
寺
号
を
本
光
寺
と
申
し
ま
す
。
定
善
寺
の
ほ
ぼ
隣

に
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
一
連
の
出
来
事
の
な
か
で
、
宮
崎
市
上
行
寺
、
延
岡
市
本
東
寺
と
い
っ
た
旧
本
門
宗
寺
院
が
日
蓮
宗
宗
務
院
に
救
い
を
求

め
た
の
で
す
。
宮
崎
の
日
蓮
宗
寺
院
が
創
価
学
会
に
切
り
取
ら
れ
て
い
る
、
な
ん
と
か
し
て
く
れ
と
。
創
価
学
会
に
切
り
取
ら
れ
た
寺
院
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は
日
向
市
だ
け
で
は
な
く
他
に
も
何
ヶ
寺
か
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
宗
務
院
は
相
手
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
創
価
学
会
が
何
を
言
っ
て

き
て
も
無
視
す
る
よ
う
に
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
す
。
法
論
の
許
可
も
与
え
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
当
時
は
小
樽
問
答
が
あ
り
、
宗
務
院
に

し
て
み
れ
ば
、
学
会
な
ん
て
ま
と
も
に
相
手
す
る
だ
け
無
駄
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
お
寺
が
改
宗
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
大
事
で
す
。
し
か
も
一
ヶ
寺
や
二
ヶ
寺
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
定
善
寺
は
大
き
な
お
寺

で
、
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
お
寺
で
す
。
そ
こ
が
改
宗
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
一
大
事
な
の
で
す
が
、
当
時
、
中
央
の
宗
務
院
か
ら
し

て
み
た
ら
、
地
方
の
些
細
な
こ
と
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
あ
ま
り
い
い
対
応
を
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、
当
時
の
宮
崎
上
行
寺
住
職
の
工
藤
海
道
上
人
で
す
。
こ
の
上
行
寺
と
い
う
お
寺
は
、
保
田
妙
本
寺
の
前

身
に
当
た
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
古
い
お
寺
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
、
小
湊
、
清
澄
か
ら
ず
っ
と
陸
路
で
鎌
倉
へ
来
た
わ
け
で
は

な
く
、
千
葉
県
保
田
の
港
か
ら
三
浦
半
島
ま
で
海
路
を
利
用
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
千
葉
県
側
で
海
の
状
態
を
見
な
が
ら
宿
泊
し
て

い
た
場
所
が
保
田
・
吉
浜
と
呼
ば
れ
る
港
で
す
。
そ
こ
に
上
行
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
っ
た
の
で
す
。
恐
ら
く
、
日
蓮
大
聖
人
に
関
係
す
る

お
寺
で
は
一
番
古
い
お
堂
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
を
顕
彰
す
る
た
め
に
お
堂
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
津
波
で
無
く

な
り
随
分
長
い
間
放
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
お
堂
を
移
転
再
興
さ
せ
て
出
来
た
の
が
、
宮
崎
市
の
上
行
寺
で
す
。
で
す
か
ら
、

成
立
は
保
田
の
妙
本
寺
よ
り
は
古
い
は
ず
で
す
。
た
だ
、
空
白
の
時
代
が
長
い
の
で
、
今
の
住
職
さ
ん
で
た
し
か
四
世
か
五
世
で
す
ね
。

一
三
三
〇
年
代
の
開
山
で
す
が
、
復
興
し
て
か
ら
は
百
数
年
で
す
。

上
行
寺
の
工
藤
海
道
上
人
は
、
昭
和
十
六
年
の
三
派
合
同
に
も
反
対
を
し
て
い
た
ほ
ど
熱
烈
な
富
士
門
流
の
方
で
、
身
延
系
の
教
団
は

日
興
上
人
に
対
し
て
偏
見
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
識
が
ど
う
し
て
も
拭
い
切
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
時
代

の
波
に
押
さ
れ
て
合
併
し
た
だ
け
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
ま
り
日
蓮
宗
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
意
義
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も

元
々
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
日
蓮
宗
に
籍
を
置
い
た
ま
ま
だ
と
、
創
価
学
会
と
法
論
が
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
日
蓮
正

宗
に
奪
わ
れ
た
お
寺
を
取
り
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
の
で
す
。
延
岡
の
本
東
寺
は
開
山
一
三
三
五
年
で
す
か
ら
、
建
武
の
新
政

─483─

宮崎県の富士門流について（黒木）



が
終
わ
っ
た
頃
、
室
町
幕
府
が
始
ま
る
ち
ょ
っ
と
前
で
す
か
ら
、
非
常
に
古
い
お
寺
で
す
。
上
行
寺
、
本
東
寺
を
始
め
と
す
る
有
力
寺
院

が
、
九
ヶ
寺
ほ
ど
引
っ
張
っ
て
日
蓮
宗
を
離
脱
し
て
作
っ
た
宗
派
が
、
大
日
蓮
宗
で
す
。
日
蓮
正
宗
か
ら
お
寺
を
取
り
戻
す
た
め
、
日
蓮

正
宗
や
創
価
学
会
に
対
抗
す
る
た
め
に
大
日
蓮
宗
を
立
宗
し
た
の
で
す
。
大
日
蓮
宗
は
、
宮
崎
の
上
行
寺
を
総
本
山
と
し
ま
し
た
。
そ
れ

以
来
三
十
数
年
、
大
日
蓮
宗
は
独
立
し
た
宗
派
だ
っ
た
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
日
向
市
の
定
善
寺
は
日
蓮
正
宗
に
改
宗
し
た
途
端
、
日
蓮
正
宗
の
本
山
に
な
り
ま
し
た
。
日
蓮
正
宗
の
総
本
山
は
大
石
寺

で
、
四
ヶ
寺
の
本
山
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
の
一
ヶ
寺
が
九
州
に
あ
り
、
日
蓮
正
宗
の
九
州
本
山
と
な
っ
て
い
ま
す
。
日

向
定
善
寺
が
日
蓮
正
宗
の
九
州
本
山
に
な
っ
た
の
で
す
。
当
時
妙
国
寺
は
単
立
、
元
定
善
寺
檀
家
が
創
立
し
た
本
光
寺
は
大
日
蓮
宗
、
竹

ノ
上
本
善
寺
は
日
蓮
正
宗
、
つ
ま
り
、
日
向
市
に
は
日
蓮
宗
の
お
寺
が
一
ヶ
寺
も
な
い
状
態
が
ず
っ
と
続
い
た
の
で
す
。

妙
国
寺
の
先
々
代
の
住
職
、
中
林
智
観
上
人
は
日
蓮
正
宗
に
改
宗
す
る
際
に
、
自
分
の
弟
子
で
あ
る
黒
木
海
源
師
を
正
宗
に
引
っ
張
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
学
生
だ
っ
た
海
源
師
は
、
台
東
区
長
昌
寺
に
預
け
ら
れ
た
の
で
す
。
保
田
妙
本
寺
が
日
蓮
宗
本
山
だ
っ
た
頃
、
執

事
長
を
し
て
い
た
片
寄
海
照
上
人
が
、
保
田
の
正
宗
改
宗
に
伴
い
、
保
田
妙
本
寺
を
辞
し
、
長
昌
寺
に
勤
め
て
い
た
の
で
す
。
片
寄
海
照

上
人
と
親
交
の
あ
っ
た
上
行
寺
の
工
藤
海
道
上
人
の
口
利
き
で
、
海
源
師
は
長
昌
寺
に
預
け
ら
れ
ま
し
た
。
黒
木
海
源
師
は
長
昌
寺
に
い

る
間
に
、
当
時
の
長
昌
寺
住
職
高
橋
海
定
上
人
の
弟
子
に
な
り
、
身
延
の
信
行
道
場
を
修
了
し
、
日
蓮
宗
僧
籍
を
取
得
し
ま
し
た
。
海
源

師
在
学
中
に
妙
国
寺
の
住
職
が
亡
く
な
り
、
大
学
卒
業
後
す
ぐ
に
妙
国
寺
住
職
に
就
任
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
妙
国
寺
は
日
蓮
宗
寺

院
で
は
な
く
、
単
立
寺
院
で
す
。
日
蓮
宗
東
京
長
昌
寺
に
僧
籍
を
持
っ
た
ま
ま
、
宮
崎
県
日
向
市
妙
国
寺
住
職
を
し
て
い
た
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
妙
国
寺
は
日
蓮
宗
の
お
寺
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
日
向
市
内
で
日
蓮
宗
の
お
坊
さ
ん
が
住
職
を
し
て
い
た
の
は
妙
国
寺

だ
け
だ
っ
た
ん
で
す
。

宮
崎
県
内
は
九
ヶ
寺
が
宗
門
か
ら
離
脱
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
日
蓮
宗
は
非
常
に
少
な
い
状
態
が
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
し
た
。
妙
国
寺

住
職
の
黒
木
海
源
師
が
身
延
加
行
所
に
入
行
し
て
、
再
行
の
時
に
、
檀
家
さ
ん
達
が
成
満
会
に
お
迎
え
に
い
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
、
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張
り
出
し
に
妙
国
寺
が
無
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
よ
く
見
た
ら
、
東
京
都
長
昌
寺
修
徒
と
し
て
、
自
分
達
の
お
寺
の
住
職
の
名
前
が
あ
っ

た
。
妙
国
寺
の
檀
家
さ
ん
達
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
、
日
蓮
宗
復
帰
運
動
が
起
こ
り
ま
し
て
、
妙
国
寺
は
昭
和
五
十
一
年

に
日
蓮
宗
に
復
帰
し
ま
し
た
。
妙
国
寺
は
日
蓮
宗
に
復
帰
し
た
の
で
す
が
、
本
光
寺
は
大
日
蓮
宗
、
定
善
寺
、
本
善
寺
は
日
蓮
正
宗
と
い

う
状
態
が
ず
っ
と
続
き
ま
し
た
。
あ
と
本
源
寺
と
い
う
お
寺
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
は
本
門
仏
立
宗
で
、
比
較
的
新
し
い
お

寺
で
す
。
ほ
と
ん
ど
交
流
が
あ
り
ま
せ
ん
。

妙
国
寺
は
細
島
と
い
う
港
町
に
あ
る
ん
で
す
が
、
細
島
に
大
火
事
が
お
こ
り
、
妙
国
寺
の
お
檀
家
さ
ん
達
が
、
他
の
港
町
や
漁
村
に
移

住
し
、
移
住
先
に
妙
国
寺
の
別
院
が
で
き
、
智
浄
寺
、
龍
雲
寺
に
な
り
ま
し
た
。
妙
国
寺
が
日
蓮
正
宗
に
改
宗
し
た
時
に
、
智
浄
寺
は
日

蓮
宗
に
残
り
、
龍
雲
寺
は
大
日
蓮
宗
に
な
り
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
龍
雲
寺
は
大
日
蓮
宗
を
離
脱
し
、
単
立
に
な
り
ま
す
。
大
日
蓮
宗

は
平
成
に
な
っ
て
、
日
蓮
宗
と
合
同
し
ま
し
た
が
九
ヶ
寺
全
部
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
九
ヶ
寺
の
う
ち
二
ヶ
寺
は
無
住
職
で
す
。
実
質
七
ヶ

寺
の
大
日
蓮
宗
寺
院
の
う
ち
、
二
ヶ
寺
は
合
同
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
宮
崎
市
の
青
島
に
あ
る
龍
福
寺
と
、
都
農
町
の
龍
雲
寺
で
す
。
龍
雲

寺
は
大
日
蓮
宗
自
体
を
離
脱
し
て
い
た
の
で
、
日
蓮
宗
に
合
同
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
龍
雲
寺
も
、
作
年
、
吉
田
憲
由
上
人
が
入
寺
し

日
蓮
宗
に
復
帰
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
青
島
龍
福
寺
だ
け
が
、
現
在
も
大
日
蓮
宗
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
日
蓮
宗
は
宮
崎
県
内
の
ロ
ー
カ
ル
な
宗
派
だ
っ
た
の
で
、
弟
子
育
成
が
難
し
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
大
日
蓮
宗
総
本
山
の
上
行

寺
の
跡
継
ぎ
と
し
て
迎
え
入
れ
た
お
上
人
が
、
日
蓮
本
宗
総
本
山
、
京
都
要
法
寺
（
興
門
八
本
山
の
一
つ
）
の
貫
主
様
の
ご
子
息
で
し
た

の
で
、
京
都
要
法
寺
と
非
常
に
繋
が
り
が
強
く
な
り
、
要
法
寺
で
一
年
な
い
し
二
年
の
随
身
を
す
れ
ば
大
日
蓮
宗
の
僧
侶
と
し
て
認
め
る
、

若
し
く
は
日
蓮
宗
寺
院
に
、
形
式
上
弟
子
と
し
て
入
り
、
身
延
の
信
行
道
場
を
修
了
す
れ
ば
大
日
蓮
宗
僧
侶
と
し
て
認
め
る
、
な
ど
色
々

な
形
で
弟
子
育
成
を
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。

ち
な
み
に
妙
国
寺
は
、
先
々
代
住
職
中
林
智
観
上
人
が
大
日
蓮
宗
に
な
る
と
い
う
約
束
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
中
林
智
観
上
人

が
遷
化
し
た
際
に
本
葬
儀
を
し
て
い
る
の
は
大
日
蓮
宗
寺
院
で
す
。
私
の
師
父
、
黒
木
海
源
師
は
、
工
藤
海
道
上
人
か
ら
大
日
蓮
宗
に
な
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れ
と
言
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
中
林
智
観
上
人
が
遷
化
し
た
と
き
、
海
源
師
は
ま
だ
学
生
で
し
た
。
本
葬
儀
の
大
導
師
は
大
日
蓮
宗
管

長
工
藤
海
道
上
人
が
勤
め
た
そ
う
で
す
。
本
葬
儀
の
後
、
工
藤
海
道
上
人
は
妙
国
寺
総
代
の
前
で
、「
海
源
は
ま
だ
若
い
か
ら
住
職
に
な
る

資
格
が
な
い
、
だ
か
ら
暫
く
は
私
の
弟
子
を
妙
国
寺
に
住
職
と
し
て
置
く
」
と
発
表
し
た
の
で
す
が
、
海
源
師
が
「
住
職
の
資
格
っ
て
何

で
す
か
？
」
と
尋
ね
た
所
、
身
延
の
信
行
道
場
を
修
了
し
な
き
ゃ
駄
目
だ
、
身
延
の
信
行
道
場
を
出
て
れ
ば
住
職
の
資
格
が
あ
る
、
と
言

わ
れ
た
そ
う
で
す
。
工
藤
上
人
は
ま
さ
か
海
源
師
が
信
行
道
場
修
了
し
て
い
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
当
時
、
海
源
師
は

す
で
に
東
京
長
昌
寺
修
徒
と
し
て
信
行
道
場
を
修
了
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
海
源
師
を
妙
国
寺
住
職
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
す
。
大
日
蓮
宗
は
大
日
蓮
宗
と
い
う
別
の
宗
教
法
人
で
す
の
で
、
身
延
の
信
行
道
場
に
行
き
た
く
て
も
行
け
な
か
っ
た
り
、
京
都
の

要
法
寺
に
行
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
と
そ
れ
も
難
し
か
っ
た
り
。
そ
れ
で
工
藤
海
道
上
人
も
、
晩
年
、
色
々
悩
み
な
が
ら
も
日
蓮
宗
に
復

帰
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
事
実
、
上
行
寺
も
本
東
寺
も
お
弟
子
さ
ん
達
が
学
ん
だ
の
は
、
谷
中
学
寮
、
も
し
く
は
身
延
の
行
学
寮
で
、

日
蓮
宗
僧
侶
と
し
て
修
行
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
お
弟
子
さ
ん
達
は
、
自
分
の
お
寺
は
日
蓮
宗
と
い
う
感
覚
を
お
持
ち
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
そ
う
い
う
若
い
力
の
影
響
も
あ
り
、
大
日
蓮
宗
の
管
長
を
さ
れ
て
い
た
工
藤
海
道
上
人
は
、
英
断
を
も
っ
て
、
日
蓮
宗
に
復
帰
さ
れ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
宮
崎
上
行
寺
、
延
岡
本
東
寺
、
高
岡
本
永
寺
、
日
向
本
光
寺
、
高
鍋
妙
本
寺
の
五
ヶ
寺
が
日
蓮
宗
に
復
帰
し
、
宮

崎
の
日
蓮
宗
は
賑
や
か
に
な
り
ま
し
た
。
日
蓮
宗
に
復
帰
し
て
も
富
士
門
流
は
富
士
門
流
で
す
。
今
も
富
士
門
流
の
繋
が
り
は
非
常
に
強

く
、
今
年
は
興
統
法
縁
の
全
国
大
会
が
、
延
岡
の
本
東
寺
さ
ん
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
宮
崎
で
の
大
日
蓮
宗
の
流
れ
で
す
。

先
日
自
坊
に
、
正
宗
の
学
生
さ
ん
が
み
え
ま
し
た
。
渋
谷
の
富
士
学
林
の
学
生
さ
ん
で
す
。
昔
は
大
石
寺
の
学
生
も
立
正
大
学
で
学
ん

で
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
は
、
富
士
学
林
で
学
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の
学
生
さ
ん
は
佐
賀
出
身
の
方
で
、
九
州
に
は
定
善
寺
と

い
う
本
山
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
九
州
本
山
定
善
寺
に
興
味
を
持
ち
、
学
ん
で
い
た
ら
、
妙
国
寺
も
知
っ
た
の
で
、
妙
国
寺
の
お
話
も
聞
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か
せ
て
く
だ
さ
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
学
生
さ
ん
は
、
日
郷
上
人
を
呼
び
捨
て
に
す
る
ん
で
す
。
我
々
の
門
祖
の
日
郷
上
人
を
呼
び

捨
て
に
す
る
ん
で
す
。
大
石
寺
で
は
、
日
郷
上
人
は
悪
者
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

日
郷
上
人
と
い
う
方
は
、
日
興
上
人
の
弟
子
の
日
目
上
人
の
お
弟
子
で
す
。
私
達
は
、
日
蓮
聖
人
の
真
意
を
継
い
だ
の
は
日
興
上
人
、

日
興
上
人
の
真
意
を
継
い
だ
の
は
日
目
上
人
、
日
目
上
人
の
真
意
を
継
い
だ
の
は
日
郷
上
人
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
大
石
寺
の
住
職
を
し

て
い
た
の
は
、
日
目
上
人
の
お
弟
子
さ
ん
の
日
道
上
人
で
す
。
日
道
上
人
と
日
郷
上
人
は
仲
違
い
を
起
こ
し
て
し
ま
い
、
日
道
上
人
の
流

れ
を
汲
む
大
石
寺
の
中
で
は
、
日
郷
上
人
は
異
端
呼
ば
わ
り
を
さ
れ
て
し
ま
い
、
呼
び
捨
て
な
ん
で
す
。
日
郷
上
人
は
日
目
上
人
の
弟
子

で
す
が
、
日
興
上
人
に
新
六
に
指
名
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
興
上
人
の
弟
子
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
日
目
上
人
は
大
聖
人
在
世
中
、
身
延

で
常
随
給
仕
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
大
聖
人
の
お
弟
子
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
つ
ま
り
日
郷
上
人
は
非
常
に
大
聖
人
に
近
い
方
な
の
で

す
。
日
郷
上
人
の
お
弟
子
の
日
叡
上
人
が
作
っ
た
お
寺
が
妙
国
寺
、
定
善
寺
、
本
東
寺
で
す
。
妙
国
寺
は
、
日
郷
上
人
が
開
山
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。
実
際
は
、
妙
国
寺
は
、
日
郷
上
人
の
弟
子
の
日
叡
上
人
が
改
宗
さ
せ
た
の
で
す
が
開
山
は
日
郷
上
人
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日

叡
上
人
は
延
岡
出
身
で
、
真
言
宗
の
山
伏
の
頭
領
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
東
寺
も
定
善
寺
も
妙
国
寺
も
、
元
は
真
言
宗
の
お
寺
で
す
。
日

叡
上
人
は
改
宗
前
は
薩
摩
法
印
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
鎌
倉
の
本
国
土
妙
寺
の
日
能
上
人
、
こ
の
方
が
ど
う
い
う
存
在
の
方
な
の
か
分
か
ら

な
い
ん
で
す
が
、
二
人
が
船
の
中
か
ど
こ
か
で
知
り
合
い
、
非
常
に
法
華
経
に
興
味
を
お
持
ち
に
な
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
法
華
経
を
学
ぶ

よ
う
に
な
り
、
鎌
倉
で
学
び
、
そ
し
て
富
士
で
学
び
、
大
石
寺
の
塔
頭
で
学
び
、
大
石
寺
貫
主
日
道
上
人
の
弟
子
に
な
り
ま
す
。
で
す
か

ら
日
叡
上
人
は
大
石
寺
の
直
系
で
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
頃
、
仙
代
問
答
と
い
う
方
便
品
読
不
読
論
が
北
山
本
門
寺
で
起
こ
り
、

こ
れ
が
ゆ
く
ゆ
く
は
北
山
、
西
山
、
讃
岐
、
と
本
門
寺
が
分
か
れ
て
い
く
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
文
献
に
よ
っ
て
、
ど
っ
ち
が
勝

ち
で
ど
っ
ち
が
負
け
か
よ
く
分
か
ら
な
い
、
ど
っ
ち
が
方
便
品
を
読
ま
な
く
て
い
い
と
言
っ
て
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
よ
う
な
所
が
あ

る
ん
で
す
が
、
そ
の
仲
裁
を
し
た
の
が
大
石
寺
の
日
道
上
人
だ
っ
た
の
で
す
。
日
叡
上
人
は
最
初
日
仙
上
人
の
お
弟
子
さ
ん
に
な
っ
て
、

真
言
宗
か
ら
法
華
宗
に
改
宗
し
て
い
ま
す
。
仙
代
問
答
の
時
の
大
石
寺
の
日
道
上
人
の
仲
裁
ぶ
り
を
見
て
、
日
道
上
人
に
心
酔
し
師
匠
を
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日
道
上
人
に
変
え
て
い
ま
す
。
日
叡
上
人
は
、
九
州
に
法
華
経
を
広
め
よ
う
と
、
九
州
日
向
の
真
言
道
場
を
法
華
道
場
に
変
え
て
い
く
の

で
す
。
日
叡
上
人
は
向
学
心
に
燃
え
、
法
華
経
を
学
び
に
大
石
寺
に
詣
で
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
日
道
上
人
の
講
義
に
異
流
儀
を
感
じ

た
そ
う
で
す
。
ど
う
も
違
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
今
ま
で
と
は
違
う
、
と
日
道
上
人
に
疑
問
を
感
じ
、
日
道
上
人
と
兄
弟
弟
子
に
当
た

る
日
郷
上
人
に
相
談
に
行
き
ま
し
た
。
当
時
日
郷
上
人
は
保
田
に
お
堂
を
作
っ
て
お
り
ま
し
て
、
富
士
を
離
れ
て
お
り
ま
し
た
。
わ
ざ
わ

ざ
保
田
ま
で
日
郷
上
人
を
尋
ね
て
行
っ
た
の
で
す
。
あ
の
日
道
上
人
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
筈
は
な
い
だ
ろ
う
と
、
日
郷
上
人
も
大
石
寺

ま
で
行
き
ま
す
。
そ
の
時
に
、
日
郷
上
人
と
、
日
道
上
人
の
問
答
が
起
こ
っ
て
、
相
容
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。

日
郷
上
人
は
大
石
寺
と
縁
を
切
り
、
小
泉
の
久
遠
寺
を
創
立
し
ま
す
。
大
聖
人
在
世
中
に
身
延
久
遠
寺
を
支
え
て
い
た
小
泉
檀
那
衆

が
、
興
師
の
身
延
離
山
と
と
も
に
身
延
を
離
れ
大
石
寺
の
檀
那
衆
に
な
り
、
大
石
寺
を
離
れ
、
久
遠
の
宗
祖
棲
神
の
聖
地
と
し
て
、
小
泉

に
久
遠
寺
を
復
興
さ
せ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
宗
祖
在
世
中
身
延
を
支
え
て
い
た
檀
那
衆
は
、
日
道
上
人
で
は
な
く
日
郷
上
人
を
正
嫡
と

認
め
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
郷
上
人
は
正
し
い
教
え
が
大
石
寺
で
曲
が
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
小
泉
久
遠

寺
、
保
田
妙
本
寺
を
創
立
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
日
叡
上
人
は
日
道
上
人
を
離
れ
て
、
日
郷
上
人
の
弟
子
に
な
り
ま
し
た
。
宮
崎
の
殆
ど

は
、
日
郷
上
人
や
日
叡
上
人
の
流
れ
で
す
の
で
、
大
石
寺
で
は
な
く
小
泉
久
遠
寺
、
保
田
妙
本
寺
の
流
れ
の
寺
院
で
す
。
日
叡
上
人
は
、

保
田
で
西
国
唱
導
師
の
称
号
を
日
郷
上
人
か
ら
与
え
ら
れ
て
、
九
州
に
法
華
経
を
広
め
な
さ
い
と
、
日
郷
上
人
か
ら
直
接
附
属
を
受
け
、

九
州
に
帰
り
妙
国
寺
、
定
善
寺
、
本
東
寺
を
九
州
布
教
の
拠
点
と
し
た
の
で
す
。
日
向
の
国
が
、
日
に
向
か
う
国
と
い
う
こ
と
で
、
日
向

の
国
を
選
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

定
善
寺
は
九
州
最
初
の
法
華
の
霊
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
日
蓮
正
宗
は
、
郷
師
は
お
か
し
い
、
郷
師
の
教
え
は
間
違
っ
て
い
る
と
、
九

州
最
初
の
お
題
目
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
本
物
じ
ゃ
な
い
、
大
石
寺
の
お
題
目
が
本
物
な
ん
だ
、
日
蓮
正
宗
以
外
の
お
題
目
は
偽
者
な
ん
だ

と
攻
撃
を
し
て
、
さ
ん
ざ
ん
、
法
論
を
し
掛
け
て
き
た
わ
け
で
す
。
定
善
寺
と
の
間
に
ど
ん
な
密
約
が
あ
っ
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
、
改

宗
す
れ
ば
本
山
に
す
る
な
ど
と
い
う
話
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
定
善
寺
は
日
蓮
正
宗
に
改
宗
し
て
す
ぐ
本
山
に
な
り
ま
す
。
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そ
れ
ま
で
ず
っ
と
定
善
寺
、
妙
国
寺
に
伝
わ
っ
て
い
た
お
題
目
は
、
散
々
偽
者
だ
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
定
善
寺
が
日
蓮
正
宗
に
変

わ
っ
た
途
端
、
七
〇
〇
年
の
歴
史
が
あ
る
と
か
、
六
五
〇
年
間
ず
っ
と
お
題
目
を
守
っ
て
き
た
お
寺
だ
と
か
、
九
州
根
本
法
華
の
道
場
と

い
う
看
板
も
出
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
開
山
日
郷
上
人
と
仰
い
で
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
今
で
も
、
大
石
寺
で
は
日
郷
上
人
は
良
く

言
わ
れ
な
い
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
定
善
寺
が
改
宗
し
た
途
端
、
そ
れ
ま
で
の
お
題
目
は
恰
も
正
し
か
っ
た
か
の
よ
う
な
、
ま
た
、
日
郷

上
人
が
ず
っ
と
開
山
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
本
当
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
ま
で
の
こ
と
を
否
定
し
て
改
宗
さ
せ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
改
宗
し
た

時
が
開
山
の
日
に
な
っ
て
、
改
宗
さ
せ
た
お
上
人
を
開
祖
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。
改
宗
さ
せ
る
前
ま
で
は
嘘
の
お
題
目
と

言
っ
て
い
た
の
に
、
改
宗
し
た
ら
お
題
目
六
五
〇
年
の
伝
統
と
か
言
っ
て
ま
す
。
そ
し
て
日
郷
上
人
を
宗
門
で
は
非
難
し
つ
つ
、
定
善
寺

で
は
讃
え
る
と
い
う
よ
う
な
変
な
現
象
が
起
き
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
気
づ
い
た
若
い
学
生
さ
ん
が
、
話
を
聞
き
に
来
た
の
で
す
。

そ
の
学
生
さ
ん
は
、
日
郷
上
人
は
富
士
の
方
な
ん
だ
し
、
富
士
の
中
で
の
仲
違
い
は
し
ょ
う
が
な
い
と
し
て
、
せ
め
て
小
泉
久
遠
寺
も

保
田
妙
本
寺
の
よ
う
に
単
立
で
い
て
欲
し
か
っ
た
、
身
延
や
池
上
と
か
と
一
緒
に
な
っ
て
欲
し
く
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
妙
国
寺
も
日
蓮
宗
に
復
帰
し
て
欲
し
く
な
か
っ
た
、
他
の
大
日
蓮
宗
寺
院
も
大
石
寺
の
末
寺
に
な
れ
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
せ
め

て
富
士
門
流
の
意
地
を
通
し
て
単
立
で
い
て
欲
し
か
っ
た
と
、
し
み
じ
み
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。

妙
国
寺
は
、
純
粋
培
養
の
富
士
門
流
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
京
都
の
六
条
門
流
の
流
れ
が

少
し
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
危
惧
し
た
お
上
人
が
中
世
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
細
島
出
身
の
方
で
、
日
要
上
人
と
い
い
ま
す
。
宮

崎
市
高
岡
に
本
永
寺
と
い
う
寺
院
が
あ
り
、
元
禄
年
間
所
化
三
〇
〇
人
と
言
わ
れ
た
大
寺
院
で
す
。
大
学
の
よ
う
な
お
寺
の
本
永
寺
は
、

明
治
期
に
廃
仏
毀
釈
で
残
ら
ず
壊
さ
れ
ま
し
た
。
お
曼
荼
羅
も
破
壊
さ
れ
て
し
ま
い
、
現
在
、
寺
院
は
復
興
し
て
お
り
ま
す
が
宝
物
は

残
っ
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
本
永
寺
の
開
山
は
日
朝
上
人
で
す
。
有
名
な
行
学
院
日
朝
上
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
永
寺
を
整
備
し
た
の

は
本
永
寺
二
世
、
細
島
出
身
の
日
要
上
人
で
す
。
そ
の
後
、
日
要
上
人
は
小
泉
、
保
田
の
両
山
の
貫
主
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
戦
国
時
代
始

め
、
応
仁
の
乱
の
頃
の
方
で
す
。
こ
の
方
が
、
本
永
寺
を
大
学
と
し
て
形
を
整
え
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
に
書
物
を
残
し
て
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お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
書
物
の
中
に
、
郷
師
が
日
向
の
細
島
港
に
や
っ
て
き
て
、
真
言
宗
の
山
伏
で
妙
国
寺
住
職
を
し
て
い
た
薩
摩
法
印
を

法
論
の
末
、
法
華
宗
に
改
宗
さ
せ
た
と
出
て
き
ま
す
。
私
も
師
父
か
ら
そ
の
話
を
聞
い
て
い
て
、
そ
れ
が
史
実
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

最
近
に
な
っ
て
、
色
々
と
話
を
聞
き
、
こ
れ
は
史
実
で
は
な
い
と
知
り
ま
し
た
。
富
士
や
保
田
の
文
献
に
は
、
郷
師
が
日
向
に
行
っ
た
史

実
は
無
い
そ
う
で
す
。
で
は
要
師
が
何
故
そ
う
い
う
書
物
を
残
し
た
か
と
い
う
と
、
港
町
で
あ
る
細
島
に
京
都
の
文
化
が
入
っ
て
き
て
、

細
島
近
辺
の
寺
院
、
妙
国
寺
・
定
善
寺
あ
た
り
が
富
士
門
流
を
離
れ
京
都
六
条
系
に
偏
っ
て
い
く
の
を
危
惧
し
た
日
要
上
人
が
、
細
島
は

郷
師
と
縁
が
深
い
ん
だ
と
強
調
し
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
教
学
の
偏
り
と
か
で
は
な
く
て
人
脈
の
繋
が
り
だ
と
思
う
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
富
士
門
流
の
は
ず
の
定
善
寺
、
妙
国
寺
が
、
小
泉
保
田
よ
り
も
六
条
の
本
圀
寺
に
重
き
を
置
き
始
め
る
の
を
危
惧
し
た

日
朝
上
人
や
日
要
上
人
な
ど
生
粋
の
富
士
門
流
の
先
師
が
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
書
物
を
残
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
日
要
上
人
自
体
の
足
跡
は
、
本
能
寺
の
日
隆
上
人
と
も
非
常
に
交
流
が
あ
り
、
ま
た
大
石
寺
と
も
非
常
に
交
流
が
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
日
要
上
人
自
体
は
、
非
常
に
広
い
視
野
の
お
上
人
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
実
際
、
コ
チ
コ
チ
の
富
士
門
流
の
当
時
の
お
坊
さ
ん
は

日
要
上
人
を
批
判
し
て
い
ま
す
。

「
要
師
は
隆
門
の
誉
れ
な
れ
ど
も
興
門
の
恥
な
り
」。
隆
門
の
誉
れ
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
興
門
の
恥
だ
と
。
富
士
門
流
の
教
学
が

隆
門
、
日
隆
上
人
の
教
学
に
取
り
込
ま
れ
る
の
は
、
日
隆
門
下
に
し
て
み
た
ら
こ
れ
は
名
誉
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
富
士
門

流
に
し
て
み
れ
ば
、
日
隆
門
流
と
く
っ
つ
い
て
い
く
の
は
恥
な
ん
だ
、
そ
う
い
う
言
葉
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
ち
な
み
に
こ
の
日
要
上
人

と
い
う
方
は
、
朝
廷
に
三
回
ほ
ど
、
法
華
経
じ
ゃ
な
い
と
駄
目
な
ん
だ
、
天
皇
陛
下
が
法
華
経
を
信
仰
し
て
い
な
い
か
ら
世
の
中
が
乱
れ

る
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
な
直
訴
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
綸
旨
を
三
回
、
貴
方
こ
そ
本
物
の
お
坊
さ
ん
だ
、
み
た
い
の
を
頂
い
て
い
る
よ
う

な
方
で
す
。
一
回
目
二
回
目
に
院
号
を
賜
り
な
が
ら
も
辞
退
し
、
三
回
目
に
御
所
へ
の
出
入
り
自
由
、
菊
の
御
紋
の
使
用
許
可
を
頂
い
た

そ
う
で
す
。
そ
れ
で
妙
国
寺
の
御
厨
子
に
は
菊
の
御
紋
が
あ
り
ま
す
。

日
要
上
人
は
、
晩
年
故
郷
が
懐
か
し
く
な
っ
て
、
本
山
の
貫
主
を
辞
め
、
日
向
の
細
島
に
帰
り
、
細
島
で
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。
細
島
に
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お
墓
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
日
要
上
人
の
弟
子
に
当
た
る
方
で
、
日
我
上
人
と
い
う
方
が
い
ま
す
。
要
師
と
は
五
〇
年
く
ら
い
間
が
空
い

て
い
ま
す
。
そ
の
日
我
上
人
が
、
日
蓮
本
仏
論
を
最
初
に
言
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
京
都
要
法
寺
の
日
辰
上
人
が
言
い
始
め
た
と
も

言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
京
都
要
法
寺
の
日
辰
上
人
は
日
我
上
人
の
影
響
で
、
日
蓮
本
仏
論
を
言
い
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
の
日
我
上
人
も
宮
崎
出
身
の
方
で
、
非
常
に
宮
崎
と
縁
が
深
い
ん
で
す
。
保
田
、
小
泉
の
貫
主
を
さ
れ
て
、
特
に
保
田
は
、

南
総
の
里
見
家
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
し
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
里
見
家
と
北
条
家
の
い
ざ
こ
ざ
に
巻
き
込
ま
れ
た
り
し
て
、
戦
国
時
代
の

非
常
に
困
難
な
世
の
中
を
切
り
抜
け
た
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
日
、
う
ち
の
総
代
さ
ん
の
お
母
様
の
枕
経
に
行
き
ま
し
た
ら
、
古
い
お
曼

荼
羅
が
掛
か
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
古
い
お
曼
荼
羅
を
、
よ
く
見
た
と
こ
ろ
、
永
禄
六
年
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
日
我
」

と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
間
違
い
な
く
日
我
上
人
の
直
筆
で
、
横
に
は
本
永
寺
と
書
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。
本
永
寺
と
い
う
の
は
前
述
し

た
大
学
を
兼
ね
た
お
寺
で
、
学
生
所
化
が
三
〇
〇
人
く
ら
い
居
た
お
寺
で
す
。
廃
仏
毀
釈
の
頃
に
、
全
部
燃
や
さ
れ
た
は
ず
だ
っ
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
隠
し
持
っ
て
い
た
人
物
が
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
総
代
さ
ん
の
自
宅
は
島
津
家
の
宿
泊
所
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
あ

る
我
師
の
御
本
尊
は
、
島
津
家
の
家
臣
の
中
で
壊
す
よ
う
に
命
令
を
受
け
て
い
て
も
壊
せ
ず
に
、
持
っ
て
い
た
人
物
が
持
ち
出
し
て
、
細

島
の
旧
家
に
預
け
た
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
妙
国
寺
に
預
け
て
も
、
妙
国
寺
も
廃
仏
毀
釈
で
壊
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
総
代
宅
に
預
け
た
の
で
す
ね
。
そ
こ
に
預
け
た
御
本
尊
が
一
五
〇
年
経
っ
て
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
本
永
寺
の
今
の
ご
住
職
さ

ん
も
非
常
に
感
激
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
元
々
本
永
寺
の
宝
物
な
の
で
お
返
し
し
ま
す
よ
、
と
は
な
か
な
か
言
っ
て
も
ら
え
な
く

て
、
今
も
そ
の
総
代
さ
ん
の
所
に
あ
り
ま
す
。

日
蓮
本
佛
論
の
影
響
で
、
妙
国
寺
の
祖
師
像
に
は
白
毫
が
あ
り
ま
す
。
日
蓮
本
佛
論
と
い
っ
て
も
釈
尊
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
宗
祖
を
本
化
上
行
菩
薩
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
化
上
行
菩
薩
の
師
匠
は
久
遠
実
成
の
釈
尊
で
す
。
師
弟
不
二
な
の
で
、
釈
尊

が
本
仏
な
ら
ば
弟
子
の
上
行
菩
薩
も
本
仏
だ
と
い
う
考
え
で
す
。
釈
尊
本
佛
論
を
否
定
し
て
し
ま
う
と
、
日
蓮
本
佛
論
も
成
り
立
ち
ま
せ

ん
。
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話
が
色
々
脱
線
し
て
し
ま
い
ま
し
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
私
の
稚
拙
な
話
術
で
は
伝
わ
り
づ
ら
い
部
分
も
多
々
あ
っ
た
こ
と
と
存

じ
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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