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再
発
見
に
か
か
る
崇
源
院
︵
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
夫
人
︶ 

墓
石
の
碑
文
考

髙　

橋　
　
　

修

一
　
問
題
の
所
在

表
題
の
崇
源
院
と
は
江
戸
幕
府
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
正
室
で
あ
っ
た
江
︵
一
五
七
三
～
一
六
二
六
︶
の
こ
と
で
︑
崇
源
院
は
彼
女
の

死
後
の
贈
名
で
あ
る
︒
二
〇
一
一
年
に
は
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
﹁
江
～
姫
た
ち
の
戦
国
～
﹂
の
主
人
公
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
︑
そ
れ

を
契
機
に
彼
女
に
ま
つ
わ
る
調
査
・
研
究
が
進
展
し
︑
新
し
い
視
点
か
ら
の
伝
記
が
相
次
い
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
現
状
に
あ
る1

︒

彼
女
は
近
江
の
戦
国
大
名
浅
井
長
政
と
織
田
信
長
の
妹
で
あ
る
市
の
間
に
生
ま
れ
︑
そ
の
姉
に
は
豊
臣
秀
吉
の
妻
で
あ
っ
た
茶
々
︑
長

女
千
姫
は
豊
臣
秀
頼
の
妻
に
︑
五
女
和
子
は
後
水
尾
天
皇
の
中
宮
と
な
り
︑
い
ず
れ
も
そ
の
時
代
を
牽
引
し
た
重
要
人
物
達
の
中
心
に
位

置
し
て
い
た
︒﹁
伯
父
に
信
長
︑
義
兄
に
秀
吉
︑
義
父
に
家
康
︑
そ
し
て
天
皇
家
も
血
縁
に
も
っ
た
江
は
︑
い
わ
ば
戦
国
時
代
の
﹃
ス
ー

パ
ー
セ
レ
ブ
﹄﹂
と
い
え
よ
う2

︒

彼
女
は
寛
永
三
年
︵
一
六
二
六
︶
九
月
一
五
日
に
江
戸
城
内
で
死
去
し
︑
同
十
八
日
に
遺
体
が
徳
川
家
の
菩
提
所
で
あ
る
増
上
寺
に
移

さ
れ
︑
一
〇
月
一
八
日
の
葬
儀
の
際
︑
彼
女
の
遺
体
は
火
葬
に
付
さ
れ
た
︒
同
二
二
日
に
増
上
寺
に
お
い
て
納
経
誦
経
︑
一
一
月
二
八
日

に
従
一
位
を
追
贈
さ
れ
た
︵﹃
徳
川
実
紀
﹄・﹃
徳
川
諸
家
系
譜
﹄
二
︶︒
増
上
寺
徳
川
家
霊
拝
所
内
に
あ
る
彼
女
の
宝
塔
は
後
代
の
も
の
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で
︑
彼
女
が
埋
葬
さ
れ
た
当
時
の
墓
石
は
︑
一
九
五
八
～
六
〇
︵
昭
和
三
三
～
五
︶
年
に
実
施
さ
れ
た
増
上
寺
徳
川
家
墓
所
の
考
古
学
的

調
査
に
よ
り
発
掘
さ
れ
た3

︒

増
上
寺
の
敷
地
内
は
本
堂
を
は
さ
ん
で
大
き
く
南
廟
と
北
廟
に
分
か
れ
︑
南
廟
に
は
徳
川
秀
忠
︵
台
徳
院
︶
の
霊
拝
所
・
宝
塔
及
び
そ

の
覆
屋
︑
崇
源
院
霊
拝
所
が
あ
り
︵
い
ず
れ
も
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
災
に
よ
り
焼
失
︶︑
北
廟
に
崇
源
院
の
宝
塔
が
あ
っ
た
︒
右
の
発

掘
の
﹃
報
告
書
﹄︵
六
〇
～
三
頁
︶
に
よ
れ
ば
︑
後
者
の
崇
源
院
宝
塔
は
当
時
︑
周
囲
よ
り
も
一
段
高
い
区
画
の
中
に
あ
り
︑
そ
の
周
囲

は
土
塀
で
囲
わ
れ
て
い
た
︒
宝
塔
の
形
状
は
八
角
堂
形
の
石
塔
で
あ
っ
た
︒
宝
塔
を
取
り
除
き
︑
地
下
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
︑
五
個
の
巨
大

な
石
造
物
が
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
で
出
土
し
た
︒
そ
れ
ら
は
何
れ
も
宝
篋
印
塔
の
部
材
で
︑
寸
法
を
積
算
す
る
と
高
さ
は
五
メ
ー
ト
ル
以
上

に
も
及
ぶ
︵
一
丈
七
尺
︶
巨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

塔
の
上
か
ら
四
番
目
の
部
分
︑
す
な
わ
ち
塔
身
部
は
櫃
形
を
し
て
お
り
︑
周
囲
に
は
文
字
が
刻
ま
れ
︑
そ
の
刻
文
を
判
読
す
る
と
こ
の

宝
篋
印
塔
は
崇
源
院
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
発
掘
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
宝
篋
印
塔
こ
そ
が
崇
源
院
埋
葬
時
の
本
来

の
墓
で
︑
発
掘
段
階
で
現
存
し
て
い
た
八
角
堂
型
の
宝
塔
は
後
代
の
製
作
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
こ
の
櫃
形
の
塔
身
部
の
内
部
は
箱
状
に
く
り
抜
か
れ
︑
内
部
に
は
檜
板
で
作
ら
れ
た
箱
が
納
め
ら
れ
て
い
た
︒
箱
の
内
部
は
火

葬
骨
や
木
炭
等
が
納
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
骨
を
分
析
し
た
結
果
︑
崇
源
院
は
細
心
で
小
柄
︑
華
奢
な
体
つ
き
で
あ
り
︑
歯
の
噛
耗
の
状

態
か
ら
︑
や
わ
ら
か
い
食
べ
物
を
多
く
接
収
す
る
と
い
う
︑
い
わ
ば
貴
族
等
の
上
層
階
級
に
属
す
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し

た4

︒
こ
の
塔
身
部
は
彼
女
の
石
棺
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

右
に
み
た
と
お
り
︑
本
発
掘
成
果
は
崇
源
院
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
増
上
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
徳
川
将
軍
と
そ
の
一
族
に
ま
つ
わ
る
様
々

な
知
見
が
得
ら
れ
︑
学
術
的
に
重
要
な
意
義
を
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
そ
の
後
︑
崇
源
院
の
宝
篋
印
塔
に
用
い
ら
れ
た
石
材
の

所
在
が
不
明
と
な
っ
た
こ
と
で
︑
実
物
資
料
に
基
づ
い
た
検
証
作
業
が
な
し
え
な
く
な
り
︑﹃
報
告
書
﹄
以
降
は
必
ず
し
も
十
分
に
研
究
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が
蓄
積
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
状
況
が
続
い
た
の
で
あ
る
︒

か
か
る
事
態
か
ら
大
き
く
前
進
さ
せ
た
の
が
信
玄
公
宝
物
館
を
中
心
と
し
た
二
〇
一
四
年
の
調
査
で
あ
る
︒
同
調
査
に
よ
り
山
梨
県
甲

州
市
に
所
在
す
る
古
刹
で
あ
る
恵
林
寺
に
崇
源
院
の
宝
篋
印
塔
の
一
部
が
現
存
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
当
時
︑
恵
林
寺
境
内
の
開
山

堂
前
に
立
方
体
状
の
石
材
が
設
置
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
が
何
の
石
で
あ
る
の
か
は
︑
一
部
を
除
い
て
一
般
に
は
広
く
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
︵
増
上
寺
か
ら
恵
林
寺
に
移
管
さ
れ
た
経
緯
は
後
述
︶︒
同
館
に
お
い
て
︑
石
材
の
形
状
や
周
囲
の
刻
文
を
﹃
報
告
書
﹄
と
比
較

対
照
し
た
と
こ
ろ
︑
先
述
し
た
火
葬
骨
を
い
れ
た
塔
身
部
・
石
棺
と
同
一
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
た
︒
こ
こ
に
崇
源
院
の
塔
身
部
・
石

棺
︵
以
下
︑﹁
墓
石
﹂︶
を
巡
り
︑
信
玄
公
宝
物
館
に
て
本
格
的
な
共
同
研
究
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る5

︒
本
稿
表
題
に
﹁
再
発
見
﹂
と
記

し
た
の
は
︑
彼
女
の
墓
石
は
昭
和
三
〇
年
代
の
発
掘
調
査
で
最
初
に
発
見
さ
れ
︑
再
度
の
発
見
と
は
︑
こ
の
墓
石
が
恵
林
寺
境
内
に
あ
る

こ
と
が
近
年
︑
学
術
的
に
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
に
拠
る
も
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
幸
運
な
こ
と
に
筆
者
も
本
研
究
に
加
わ
る
と
こ
ろ
と
な
り
︑
墓
石
四
周
に
刻
ま
れ
た
碑
文
の
解
読
を
担
当
し
た
︒
碑
文
に
つ
い

て
は
す
で
に
﹃
報
告
書
﹄︵
六
二
～
三
頁
︶
に
お
い
て
翻
刻
文
が
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
当
時
の
発
掘
調
査
が
時
間
的
・
物
理
的
に

か
な
り
の
制
約
が
あ
る
中
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
再
検
討
の
必
要
性
が
生
じ
て
い
た
︒

こ
の
た
び
︑
あ
ら
た
め
て
墓
石
実
物
の
実
見
調
査
を
な
し
得
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
崇
源
院
の
墓
石
そ
の
も
の
に
関
し
︑

多
面
的
な
角
度
か
ら
様
々
な
論
点
を
導
き
出
し
得
た
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
ま
ず
︑
墓
石
碑
文
に
つ
い
て
新
し
い
翻
刻
文
を
提
示
し
︑
あ

わ
せ
て
従
前
で
は
な
し
得
て
い
な
か
っ
た
碑
文
の
現
代
語
の
解
釈
も
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
︒
次
に
︑
こ
の
碑
文
解
釈
を
前
提
と
し
な
が

ら
︑
彼
女
の
墓
石
が
な
ぜ
地
下
に
埋
め
ら
れ
︑
そ
の
上
に
新
し
い
宝
塔
が
設
け
ら
れ
た
の
か
︑
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

る
こ
と
と
す
る
︒
以
上
を
も
っ
て
本
稿
の
目
的
と
し
た
い
︒

近
世
期
の
徳
川
将
軍
や
大
名
の
墓
所
に
つ
い
て
の
研
究
は
考
古
学
の
分
野
で
近
年
︑
目
覚
ま
し
い
進
展
を
み
せ
て
い
る6

︒
い
わ
ゆ
る
文
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献
史
学
の
立
場
か
ら
も
積
極
的
に
調
査
研
究
成
果
を
積
極
的
に
情
報
発
信
す
る
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
の
成
果
を
総
合
的

に
捉
え
返
す
こ
と
で
当
該
期
に
お
け
る
葬
送
と
そ
れ
を
巡
る
観
念
の
歴
史
的
意
義
を
解
明
し
得
る
と
い
え
よ
う
︒
と
り
わ
け
本
稿
で
主
題

と
す
る
崇
源
院
の
よ
う
に
近
世
初
頭
︑
し
か
も
女
性
の
墓
に
関
す
る
調
査
研
究
は
事
例
蓄
積
が
少
な
い
現
状
に
あ
り
︑
か
か
る
視
点
か
ら

も
本
研
究
は
一
定
の
意
義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

二
　
崇
源
院
墓
石
碑
文
の
読
解

（
1
）　
墓
石
の
翻
刻

本
墓
石
の
基
本
的
な
デ
ー
タ
に
つ
い
て
︑
小
野
正
文
氏
の
研
究
に
基
づ
き
な
が
ら
︑
筆
者
の
関
心
に
沿
っ
て
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り

と
な
る
︒
崇
源
院
の
墓
は
塔
身
球
形
宝
篋
印
塔
と
い
う
形
状
で
あ
り
︑
墓
石
は
そ
の
一
部
で
あ
る
︒
法
量
に
つ
い
て
︑
高
さ
は
八
二
・
四

～
八
四
・
五
セ
ン
チ
︑
横
は
一
三
七
セ
ン
チ
で
あ
る
︒
墓
石
上
部
の
縁
の
部
分
が
削
っ
た
ま
ま
の
凸
凹
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
か
ら
︑
本

来
は
そ
の
上
部
に
反
花
で
飾
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
墓
石
表
面
の
一
部
に
漆
喰
と
金
箔
が
付
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
崇
源

院
の
宝
篋
印
塔
全
体
の
本
来
の
姿
は
全
体
的
に
金
箔
が
貼
ら
れ
た
荘
厳
華
麗
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

以
上
を
踏
ま
え
て
︑
次
に
碑
文
の
翻
刻
を
掲
げ
る
︒
な
お
︑
解
読
に
あ
た
っ
て
は
小
野
正
文
氏
と
共
同
で
実
施
し
た
こ
と
を
銘
記
す

る
︒

︵
北
面
︶

①　

多
少
修
善
奉
持
斎
戒

②　

起
立
塔
□
︵
像

□
飲
カ
︶
食
沙
門
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③　

懸
繒
燃
燈
散
花
焼
香

④　

以
此
廻
向
願
生
彼
国

︵
東
面
︶

⑤　

天
下
和
順
日
月
清
明

⑥　

風
雨
以
時
災
厲
不
起

⑦　

崇
源
院
殿
一
品
太
夫
人
昌
誉
大
禅
定
尼
尊
儀

⑧　

国
豊
民
安
兵
戈
無
用

⑨　

崇
徳
興
仁
務
修
礼
譲

︵
南
面
︶

⑩　

其
有
得
聞
彼
仏
名
号

⑪　

歓
喜
踊
躍
乃
至
一
念

⑫　

当
知
此
人
為
得
大
利

⑬　

則
是
具
足
無
上
功
徳

︵
西
面
︶

⑭　

夫
尊
像
者
三
仏
同
証

⑮　

密
意
恒
沙
功
徳
照
用

⑯　

已
然
真
宗
秘
蹟
稍
異

⑰　

右
令
寔
以
終
窮
極
謐
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⑱　

斉
凡
秘
術
世
伏
是
宝

⑲　

祚
万
歳
天
地
久
□
︵
長
カ
︶
黎

⑳　

民
快
楽
永
々

㉑　

寛
永
三
年
九
月
十
五
日

㉒　
　

桑
誉
了
的
叟
謹
書

翻
刻
に
あ
た
り
︑
旧
字
の
部
分
は
当
用
漢
字
に
て
表
記
し
て
い
る
︒
各
行
の
上
に
付
し
た
〇
内
の
数
字
は
︑
行
論
上
︑
説
明
の
便
宜
の
た

め
に
付
し
た
合
番
で
あ
る
︒︵
北
面
︶︵
東
面
︶
︙
と
あ
る
の
は
︑
発
掘
さ
れ
た
段
階
に
お
け
る
墓
石
各
面
の
方
位
で
あ
る
︒

（
2
）　
墓
石
の
読
み
順

﹃
報
告
書
﹄
で
は
︑
こ
の
碑
文
の
読
み
順
を
次
の
と
お
り
と
し
て
い
る
︒
⑦
が
碑
文
全
体
の
表
題
︑
本
文
一
行
目
は
⑤
と
す
る
︒
す
な

わ
ち
⑦
↓
⑤
・
⑥
↓
⑧
・
⑨
↓
⑩
～
⑬
↓
①
～
④
↓
⑭
～
㉒
と
す
る
︒
墓
石
全
体
の
表
題
と
み
ら
れ
る
⑦
の
あ
る
東
面
を
墓
石
の
正
面
と

し
︑
東
面
の
右
側
の
文
︑
す
な
わ
ち
⑤
を
本
文
一
行
目
︑
以
下
︑
時
計
回
り
方
向
に
読
み
進
め
て
南
面
最
末
行
︵
⑬
︶
に
至
り
︑
そ
こ
か

ら
北
面
に
飛
ん
で
順
に
読
み
︵
①
～
④
︶︑
西
面
を
裏
面
と
見
立
て
て
読
む
︵
⑭
～
㉒
︶
と
い
う
順
番
と
捉
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

だ
が
︑
そ
れ
で
は
読
み
順
が
︑
特
に
東
↓
南
↓
北
↓
西
へ
と
面
か
ら
面
へ
の
読
み
順
が
錯
綜
し
て
お
り
︑
不
自
然
な
感
を
抱
か
せ
る
も

の
が
あ
る
︒
あ
ら
た
め
て
︑
読
み
順
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
︒

ま
ず
︑﹃
報
告
書
﹄
の
と
お
り
⑦
は
墓
石
全
体
の
表
題
で
あ
る
か
ら
東
面
は
正
面
︑
そ
の
真
裏
の
西
面
に
は
墓
石
の
年
代
と
碑
文
作
者

︵
㉑
・
㉒
︶
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
裏
面
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
増
上
寺
の
敷
地
は
︑
東
側
か
ら
西
側
に
向
か
っ
て
な
だ
ら
か
な

丘
陵
地
と
な
っ
て
お
り
︑
西
側
に
向
か
う
に
従
い
︑
標
高
が
高
く
な
っ
て
い
る
︒
寛
永
期
の
江
戸
の
様
子
を
描
い
た
﹁
江
戸
図
屏
風
﹂︵
国
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立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
︑﹃
図
録
﹄
一
二
〇
～
二
頁
掲
載
︶
に
お
け
る
増
上
寺
の
描
写
に
よ
っ
て
も
︑
西
側
は
斜
面
上
に
森
林
が
主
と
し

て
描
か
れ
︑
寺
域
内
の
伽
藍
は
い
ず
れ
も
東
面
を
向
い
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
墓
石
も
東
面
を
正
面
︑
森
林
を
背
負
う
位
置
と
な
る
西
面

を
裏
面
と
確
定
し
得
る
︒
東
側
を
正
面
と
す
る
こ
と
で
︑
崇
源
院
の
墓
に
対
面
す
る
人
は
西
側
の
浄
土
に
向
か
う
形
と
な
る
︒
さ
ら
に
彼

女
の
宝
篋
印
塔
全
体
に
金
箔
が
貼
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
塔
全
体
が
陽
光
に
荘
厳
に
照
り
映
え
︑
正
対
す
る
人
に
対
し
︑
さ
な

が
ら
浄
土
を
仰
ぐ
よ
う
な
感
覚
を
抱
か
し
め
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
点
に
ま
で
配
慮
・
熟
慮
を
重
ね
た
上
で
の
配
置
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
以
上
か
ら
︑
墓
石
は
元
々
︑
立
て
ら
れ
た
方
角
の
と
お
り
に
埋
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
︒

次
に
碑
文
の
読
む
順
序
で
あ
る
が
︑
⑦
﹁
崇
源
院
殿
一
品
太
夫
人
昌
誉
大
禅
定
尼
尊
儀
﹂
は
墓
石
が
誰
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
示

し
︑
ま
た
︑
墓
石
の
碑
文
全
体
の
主
題
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
︑
正
面
︵
東
面
︶
の
中
央
部
に
配
置
さ
れ
た
と
見
做
し
得

る
︒
し
た
が
っ
て
﹃
報
告
書
﹄
の
と
お
り
︑
読
む
順
序
と
し
て
は
⑦
が
最
初
と
な
る
︒

本
文
部
分
の
読
み
順
に
つ
い
て
︑
先
に
結
論
を
述
べ
る
な
ら
︑
北
面
①
か
ら
時
計
回
り
の
方
向
で
︑
す
な
わ
ち
北
面
↓
東
面
↓
南
面
↓

西
面
の
順
に
読
む
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
︒
そ
の
理
由
と
し
て
︑
碑
文
の
文
章
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
と
︑
北
面
・
東
面
・
南
面
の
文
面
は

﹁
無
量
寿
経
﹂
と
い
う
経
典
か
ら
そ
の
ま
ま
引
用
し
︑
墓
石
の
配
列
順
序
が
経
典
の
文
章
上
の
順
序
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

﹁
無
量
寿
経
﹂
と
は
浄
土
三
部
経
の
一
つ
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
無
量
寿
経
︵
大
経
︶﹂・﹁
観
無
量
寿
経
︵
観
経
︶﹂・﹁
阿
弥
陀
経
︵
小

経
︶﹂
の
三
経
典
か
ら
成
る7

︒
い
ず
れ
も
浄
土
宗
の
根
本
聖
典
で
あ
り
︑
浄
土
宗
大
本
山
の
一
つ
で
あ
る
増
上
寺
に
と
っ
て
最
も
重
要
な

経
典
と
い
う
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
︒
以
下
︑
墓
石
碑
文
と
﹁
無
量
寿
経
﹂
の
経
典
上
の
意
味
と
を
対
照
で
き
る
よ
う
︑
訳
文
を
掲
出
す

る8

︒
〇
内
数
字
は
先
に
掲
出
し
た
碑
文
の
各
行
と
対
応
し
て
い
る
︒

︵
北
面
︶

①　

多
く
の
善
行
を
積
み
︑
八
斎
戒
︵
在
家
信
者
が
仏
教
徒
と
し
て
精
進
す
る
た
め
に
行
う
戒
︶
を
行
い
︑
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②　

塔
を
建
て
仏
像
を
造
り
︑
僧
侶
に
食
べ
物
を
捧
げ
て
供
養
し
︑

③　

ま
た
︑
懸
繒
︵
絹
の
天
蓋
を
仏
殿
に
懸
け
る
こ
と
︶︑
燃
燈
︑
散
花
︑
焼
香
を
す
る
こ
と
︑

④　

こ
れ
ら
仏
事
の
供
養
を
す
る
こ
と
で
︑
極
楽
往
生
を
願
う
︒

︵
東
面
︶

⑤　

天
下
は
よ
く
お
さ
ま
り
︑
日
月
は
さ
わ
や
か
で
︑

⑥　

ほ
ど
良
い
時
に
雨
が
降
り
︑
風
が
お
き
︑
激
し
い
災
害
は
起
こ
ら
な
く
な
っ
た
︒

⑧　

国
土
は
豊
か
で
︑
民
心
は
安
定
し
︑
武
力
に
訴
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
︒

⑨　

徳
は
崇
め
ら
れ
︑
思
い
や
り
の
心
が
振
る
い
お
こ
さ
れ
︑
礼
儀
や
謙
譲
が
よ
く
守
ら
れ
て
い
た
︒

︵
南
面
︶

⑩　

阿
弥
陀
如
来
の
名
を
聞
く
こ
と
で
︑

⑪　

た
と
え
一
念
で
も
静
か
な
清
ら
か
な
信
を
得
る
も
の
は
︑

⑫　

計
り
知
れ
な
い
喜
び
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
︒

⑬　

こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
こ
の
上
な
い
功
徳
で
あ
る
︒

北
面
は
﹁
無
量
寿
経
﹂
の
中
︑﹁
三
︑
浄
土
に
往
生
せ
ん
者
の
修
す
べ
き
行
業
﹂
と
い
う
章
の
中
の
句
で
あ
る9

︒
当
該
箇
所
は
浄
土
宗

の
開
祖
で
あ
る
法
然
の
﹃
選
択
本
願
念
仏
集
﹄
に
お
い
て
も
三
輩
念
仏
往
生
に
つ
い
て
説
い
た
部
分
で
引
用
・
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

仏
道
修
行
上
の
素
質
・
修
行
の
優
劣
は
上
・
中
・
下
輩
の
三
種
に
分
け
ら
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
が
出

来
る
と
論
じ
た
箇
所
で
あ
る10

︒
北
面
で
こ
の
句
が
引
用
さ
れ
た
の
は
②
﹁
起
立
塔
像
﹂
に
よ
り
④
﹁
以
此
廻
向
願
生
彼
国
﹂
と
い
う
︑
宝

篋
印
塔
を
建
て
る
こ
と
が
崇
源
院
の
成
仏
に
つ
な
が
る
と
い
う
塔
建
立
の
目
的
に
合
致
す
る
文
句
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
翻
刻
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文
中
︑
②
部
分
で
□
と
し
た
箇
所
に
つ
い
て
︑
こ
の
墓
石
は
湧
水
が
溜
ま
っ
た
箇
所
か
ら
出
土
し
た
た
め
に
摩
耗
が
激
し
い
箇
所
が
あ

り
︑
実
際
に
は
判
読
し
得
な
か
っ
た
部
分
で
あ
る
︒﹁
無
量
寿
経
﹂
の
文
言
と
対
照
し
︑
翻
刻
文
で
︵　

︶
内
に
記
し
た
と
お
り
読
み
の

可
能
性
と
し
て
補
っ
た
︒

東
面
は
同
経
典
の
中
︑﹁
五
︑
三
毒
・
五
悪
の
苦
し
み
を
誡
し
め
︑
浄
土
を
現
見
せ
し
め
て
信
を
勤
む
﹂
と
い
う
章
の
中
の
句
で
あ
る11

︒

国
家
鎮
護
の
た
め
の
文
言
と
し
て
古
く
か
ら
様
々
な
箇
所
で
用
い
ら
れ
︑
仏
教
だ
け
で
な
く
伊
勢
神
道
の
基
本
経
典
﹁
神
道
五
部
書
﹂
の

一
つ
で
あ
る
﹃
造
伊
勢
二
所
太
神
宮
宝
基
本
記
﹄
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る12

︒
ま
た
︑
徳
川
氏
の
始
祖
で
あ
る
松
平
親
氏
が
天
ヶ
峰
︵
愛
知

県
︶
山
上
に
お
い
て
本
文
句
に
よ
り
天
下
太
平
を
祈
っ
た
と
い
う
伝
承
が
地
元
に
は
残
さ
れ
て
い
る13

︒
さ
ら
に
︑
徳
川
家
康
の
院
号
で
あ

る
﹁
安
国
院
﹂
の
名
称
及
び
増
上
寺
境
内
に
あ
り
家
康
を
祀
る
場
所
で
あ
る
﹁
安
国
殿
﹂
の
名
称
の
そ
れ
ぞ
れ
典
拠
と
な
っ
た
句
で
も
あ

る14

︒
当
該
句
は
伝
統
的
に
国
家
鎮
護
に
か
か
わ
る
常
套
句
で
あ
り
︑
特
に
徳
川
家
に
と
っ
て
も
特
別
な
意
味
を
有
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
護

国
的
内
容
の
句
で
あ
る
こ
と
か
ら
碑
文
の
一
部
に
︑
そ
れ
も
墓
の
正
面
で
あ
る
東
面
に
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
選
択
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
︒
崇
源
院
と
い
う
将
軍
夫
人
の
墓
所
に
最
も
相
応
し
い
句
と
い
え
よ
う
︒

南
面
は
同
経
典
の
中
︑﹁
結
語
﹂︑
す
な
わ
ち
経
典
全
体
の
結
論
に
あ
た
る
章
の
中
の
句
で
あ
る15

︒
法
然
も
﹃
三
部
経
大
意
﹄
に
お
い
て

当
該
箇
所
を
﹁
経
ノ
大
意
︑
コ
ノ
文
ニ
ア
キ
ラ
カ
ナ
ル
モ
ノ
カ
﹂
と
記
し
︑﹁
無
量
寿
経
﹂
全
体
の
趣
旨
︑
す
な
わ
ち
結
論
部
分
と
し
て

特
に
重
要
視
し
て
い
た
部
分
で
あ
る16

︒

以
上
か
ら
︑
北
面
は
世
俗
の
人
の
修
行
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
︑
東
面
は
理
想
の
土
地
の
姿
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
︑
南
面
は
仏
に
す

が
る
こ
と
の
尊
さ
・
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
か
ら
引
用
さ
れ
︑﹁
無
量
寿
経
﹂
で
説
く
文
脈
の
流
れ
に
沿
っ
て
墓
石
の
語
句
が
配

置
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
墓
石
の
読
み
順
は
次
の
と
お
り
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

︵
墓
石
の
読
み
順
︶
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東
面
中
央
部
の
表
題
︵
⑦
︶
↓
北
面
︵
①
～
④
︶
↓
東
面
︵
⑤
・
⑥
↓
⑧
・
⑨
︶
↓
南
面
︵
⑩
～
⑬
︶
↓
西
面
︵
⑭
～
㉒
︶

（
3
）　

墓
石
の
試
訳

墓
石
の
読
み
順
を
右
の
と
お
り
確
定
し
た
上
で
︑
次
に
碑
文
全
体
の
現
代
語
訳
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
︒
〇
内
数
字
は
先
に
掲
出
し

た
碑
文
の
各
行
と
対
応
し
て
い
る
が
︑
訳
の
都
合
に
よ
り
厳
密
に
は
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
︒

︵
東
面
中
央
部
︶

⑦　

崇
源
院
殿
一
品
太
夫
人
昌
誉
大
禅
定
尼
尊
に
つ
い
て

︵
北
面
︶

①　
︵
崇
源
院
が
極
楽
に
往
生
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
︶
多
く
の
善
行
を
積
み
︑
身
を
清
め
︑

②　

こ
の
塔
を
建
て
仏
像
を
造
り
︑
僧
侶
に
食
べ
物
を
捧
げ
て
供
養
し
︑

③　

ま
た
︑
懸
繒
︵
絹
の
天
蓋
を
仏
殿
に
懸
け
る
こ
と
︶︑
燃
燈
︑
散
花
︑
焼
香
を
し
︑

④　

こ
れ
ら
仏
事
の
供
養
を
す
る
こ
と
で
︑
崇
源
院
の
極
楽
往
生
を
願
う
も
の
で
あ
る
︒

︵
東
面
︶

⑤　
︵
そ
う
す
れ
ば
︶
天
下
は
よ
く
お
さ
ま
り
︑
日
月
は
さ
わ
や
か
で
︑

⑥　

ほ
ど
良
い
時
に
雨
や
風
が
お
き
︑
激
し
い
災
害
は
起
こ
ら
な
く
な
る
︒

⑧　

国
土
は
豊
か
に
な
り
︑
民
心
は
安
定
し
︑
戦
争
も
な
く
な
る
︒

⑨　
︵
崇
源
院
は
︶
徳
を
崇
め
︑
仁
を
興
し
︑
礼
儀
と
謙
譲
の
精
神
に
努
め
た
︒

︵
南
面
︶
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⑩　

彼
女
の
こ
う
し
た
行
い
か
ら
︑
崇
源
院
と
い
う
戒
名
を
得
た
の
で
あ
る
︒

⑪　
︵
彼
女
は
︶
計
り
知
れ
な
い
喜
び
を
得
る
こ
と
が
出
来
︑

⑫　

さ
ら
に
こ
の
戒
名
に
よ
り
︑
深
い
恵
み
が
︵
彼
女
に
︶
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒　
　

⑬　

こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
こ
の
上
な
い
功
徳
で
あ
る
︒

︵
西
面
︶

⑭　
︵
増
上
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
る
徳
川
家
康
の
︶
尊
像
は
阿
弥
陀
三
尊
と
同
じ
で
あ
る
︒

⑮　

数
多
く
の
功
徳
を
な
す
と
の
意
が
ひ
そ
か
に
込
め
ら
れ
て
い
る
︒

⑯　

い
ま
だ
に
浄
土
宗
の
教
え
に
ま
つ
わ
る
秘
術
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
が
︑　　

⑰　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
最
終
的
な
結
論
を
出
し
て
︑
詳
し
く
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑

⑱　
︵
ま
た
︑︶
こ
れ
ら
秘
術
を
統
一
さ
せ
た
な
ら
ば
︑
世
の
人
々
は
そ
れ
を
謹
ん
で
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
︒　
　

⑲　
︵
右
の
事
柄
が
実
現
で
き
れ
ば
︑︶
宝
祚
万
歳
︵
天
子
の
位
が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
︶・
天
地
長
久
︵
天
地
は
永
遠
に
続
く
こ
と
︶︑

⑳　

庶
民
の
喜
び
は
永
久
に
続
く
こ
と
に
な
る
︒

㉑　
　
　

寛
永
三
年
︵
一
六
二
六
︶
九
月
十
五
日

㉒　
　
　
　
　

桑
誉
了
的
が
謹
ん
で
記
し
た

既
述
の
と
お
り
︑﹁
無
量
寿
経
﹂
の
語
句
か
ら
崇
源
院
の
墓
に
相
応
し
い
語
句
が
選
択
・
引
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
来
は
経
典
の
前
後
関

係
・
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
崇
源
院
の
菩
提
を
弔
う
と
い
う
墓
石
全
体
の
文
脈
の
中
で
用
い
る
こ
と

で
︑
本
来
の
経
典
上
の
意
味
と
は
異
な
る
解
釈
を
施
し
得
る
︒

ま
ず
北
面
か
ら
見
る
と
︑
こ
の
箇
所
に
お
け
る
文
句
の
本
来
の
意
味
は
世
俗
の
人
の
修
行
の
在
り
様
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
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が
︑
墓
石
全
体
の
主
題
が
崇
源
院
を
弔
う
目
的
の
文
言
と
捉
え
︑
右
の
よ
う
に
解
釈
し
た
︒

東
面
は
正
面
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
︑
先
述
の
と
お
り
将
軍
夫
人
墓
に
相
応
し
く
護
国
的
文
言
が
選
ば
れ
︑
墓
石
全
体
で
も
特
に
重
要
な

箇
所
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
か
ら
⑨
﹁
崇
徳
興
仁
﹂
の
部
分
は
﹁
崇
源
院
﹂
と
い
う
戒
名
の
基
と
な
っ
た
語
句
と
解
釈
し
た
︒
さ
ら
に
そ
の

こ
と
を
踏
ま
え
︑
東
面
⑨
か
ら
次
の
南
面
⑩
の
流
れ
に
つ
い
て
︑
経
典
で
は
別
々
の
文
脈
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
を
︑
一
体
の
文
章
と

捉
え
る
こ
と
と
し
た
︒
本
来
⑨
の
読
み
は
﹁
徳
を
崇あ

が

め
仁
を
興
し
︑
務つ
と

め
て
礼
ら
い
じ
ょ
う譲
を
修
む
﹂︑
⑩
は
﹁
其そ

れ
彼か

の
仏
ぶ
つ
み
ょ
う
ご
う

名
号
を
聞
く
こ
と
を

得う

る
こ
と
有
り
て
﹂
で
あ
る
︒
⑩
の
﹁
彼
の
仏
名
号
﹂
と
は
経
典
の
文
脈
で
は
﹁
阿
弥
陀
如
来
﹂
の
こ
と
を
指
す
が
︑
墓
石
全
体
の
趣
旨

か
ら
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
﹁
崇
源
院
﹂
と
い
う
戒
名
を
指
す
と
捉
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
⑨
・
⑩
の
読
み
を
﹁
徳
を
崇あ

が

め
仁
を
興
し
︑
務つ
と

め

て
礼

ら
い
じ
ょ
う譲
を
修
む
︒
そ
れ
有ゆ
う
と
く得
の
聞
こ
え
に
よ
り
︑
彼か

の
仏
ぶ
つ
み
ょ
う
ご
う

名
号
な
り
﹂
と
一
連
の
文
章
と
し
︑﹁︵
崇
源
院
は
︶
徳
を
崇
め
︑
仁
を
興
し
︑

礼
儀
と
謙
譲
の
精
神
に
努
め
た
︒
彼
女
の
こ
う
し
た
行
い
か
ら
︑
崇
源
院
と
い
う
戒
名
を
得
た
の
で
あ
る
﹂
と
﹁
崇
源
院
﹂
と
い
う
戒
名

の
由
来
を
示
し
た
箇
所
と
解
釈
し
た
︒
つ
ま
り
︑
当
該
箇
所
は
﹁
無
量
寿
経
﹂
で
説
く
阿
弥
陀
如
来
の
有
難
さ
を
表
す
と
共
に
︑
崇
源
院

の
菩
提
を
弔
う
と
い
う
二
重
の
意
味
を
込
め
た
︑
よ
く
熟
考
さ
れ
た
文
章
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

最
後
の
西
面
に
つ
い
て
︑
ま
ず
翻
刻
の
⑲
﹁
天
地
久
□
黎
﹂
と
し
た
箇
所
は
︑
墓
石
現
物
を
実
見
し
た
と
こ
ろ
︑
摩
耗
が
激
し
い
た

め
︑
文
字
の
有
無
そ
の
も
の
が
判
断
し
得
な
か
っ
た
︒
た
だ
︑﹁
久
﹂
字
と
﹁
黎
﹂
字
の
間
に
一
字
分
の
間
隔
が
明
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
確
認
さ
れ
︑﹁
武
運
長
久
﹂
等
の
常
套
文
句
が
入
る
箇
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
翻
刻
文
で
︵　

︶
内
に
記
し
た
と
お
り
読
み
の
可
能
性

と
し
て
補
っ
た
︒
後
考
に
委
ね
た
い
︒

⑭
﹁
夫
尊
像
者
三
仏
同
証
﹂
の
﹁
三
仏
﹂
と
は
浄
土
宗
は
阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
す
る
こ
と
か
ら
︑
阿
弥
陀
三
尊
と
解
釈
し
た
︒
そ
の

こ
と
で
︑﹁
尊
像
﹂
と
は
阿
弥
陀
如
来
像
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
増
上
寺
に
は
徳
川
家
康
が
崇
敬
し
た
黒
本
尊
︵
阿
弥
陀
如
来
像
︶
が

安
置
さ
れ
︑
近
世
期
に
は
増
上
寺
に
お
い
て
家
康
と
黒
本
尊
︵
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
如
来
︶
等
と
が
一
体
の
存
在
と
す
る
思
想
が
存
在
し
て
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い
た17

︒
以
上
か
ら
当
該
箇
所
を
右
の
と
お
り
解
釈
し
た
︒

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
︑
⑭
～
⑱
の
解
釈
に
つ
い
て
は
︑
当
時
に
お
い
て
は
︑
増
上
寺
同
様
に
将
軍
菩
提
寺
と
な
る
寛
永
寺
が
台
頭
し
て

お
り
︑
ま
た
︑
教
団
内
に
お
い
て
も
増
上
寺
住
持
を
巡
り
内
部
的
軋
轢
が
存
在
し
た
こ
と
や
︑
様
々
な
争
論
が
あ
り
︑
運
営
面
に
お
い
て

な
お
い
く
つ
か
の
課
題
に
直
面
し
て
い
た18

︒
そ
の
こ
と
か
ら
当
該
文
句
は
︑
徳
川
家
康
の
宗
教
的
権
威
を
利
活
用
し
な
が
ら
︑
日
本
及
び

増
上
寺
︵
浄
土
宗
︶
の
守
り
的
な
意
図
を
崇
源
院
墓
石
に
込
め
た
も
の
と
捉
え
︑
前
述
の
と
お
り
訳
出
し
た
︒

墓
石
の
日
付
㉑
に
つ
い
て
は
︑
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
︑
崇
源
院
が
死
去
し
た
﹁
寛
永
三
年
九
月
十
五
日
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
だ

が
︑
⑦
に
﹁
崇
源
院
殿
一
品
太
夫
人
﹂
と
あ
る
と
お
り
︑
彼
女
が
一
品
︵
従
一
位
︶
を
朝
廷
か
ら
追
贈
さ
れ
た
の
は
そ
の
二
箇
月
後
の
同

年
一
一
月
二
八
日
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
碑
文
が
作
成
さ
れ
た
の
は
そ
れ
以
降
と
な
る
︒
下
限
に
つ
い
て
は
︑
寛
永
四
年
九
月
五

日
に
﹁
崇
源
院
殿
周
忌
法
会
始
る
﹂︑
同
一
五
日
に
﹁
崇
源
院
殿
御
法
会
萬
部
経
今
日
結
願
な
り
﹂︵﹃
徳
川
実
紀
﹄︶
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑

同
年
九
月
ま
で
に
は
崇
源
院
墓
が
完
成
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
墓
石
碑
文
︑
ま
た
墓
そ
の
も
の
は
寛
永
三
年
一
一
月
末
か

ら
同
四
年
九
月
ま
で
に
完
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

碑
文
の
作
者
で
あ
る
﹁
桑
誉
了
的
叟
謹
書
﹂
㉒
に
つ
い
て
は
︑﹁
了
的
伝
﹂
に
お
い
て
そ
の
略
歴
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る19

︒
桑
誉
了
的

︵
一
五
六
七
～
一
六
三
〇
︶
は
増
上
寺
第
一
四
世
住
持
︵
一
六
二
五
～
三
〇
︶
で
あ
る
︒
甲
斐
国
出
身
︑
姓
は
近
藤
氏
︒
幼
少
期
に
甲
府

瑞
泉
寺
に
入
り
︑
大
誉
順
的
の
下
で
剃
髪
し
た
︒
後
に
源
誉
存
応
︵
の
ち
に
増
上
寺
第
一
二
世
住
持
・
同
寺
中
興
の
僧
︶
の
下
で
受
戒
し

た
︒
了
的
は
存
応
の
信
任
が
厚
く
︑
元
和
二
年
︵
一
六
一
六
︶
に
は
京
都
金
戒
光
明
寺
住
持
と
な
っ
た
︒
存
応
の
遺
書
に
﹁︵
了
的
は
︶

是
天
下
無
双
学
士
﹂
と
記
さ
れ
︑
そ
の
こ
と
で
徳
川
秀
忠
の
信
任
も
厚
く
︑
寛
永
二
年
︵
一
六
二
五
︶
に
は
増
上
寺
住
持
と
な
る
こ
と
を

命
じ
ら
れ
た
︒
同
三
年
に
江
︵
崇
源
院
︶
が
死
去
し
た
際
︑﹁
執
行
薨
事
︑
奉
授　

崇
源
院
一
品
大
夫
人
之
法
号
﹂
と
あ
り
︑
彼
女
の
葬

礼
の
導
師
を
勤
め
︑﹁
崇
源
院
﹂
の
法
号
を
授
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
同
四
年
九
月
に
崇
源
院
追
福
の
た
め
の
万
部
会
を
行
い
︑
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以
後
︑
増
上
寺
万
部
会
の
は
じ
め
と
な
っ
た
︒
同
七
年
八
月
に
死
去
︒

了
的
は
﹁
征
夷
大
将
軍
家
光
公
︑
并
駿
府
亜
公
卿
帰
師
過
前
代
﹂
と
あ
り
︑
秀
忠
は
も
と
よ
り
三
代
将
軍
家
光
︑
弟
の
徳
川
忠
長
︵
い

ず
れ
も
崇
源
院
の
息
子
に
当
た
る
関
係
︶
か
ら
の
崇
敬
も
厚
か
っ
た
と
あ
る
︒
崇
源
院
の
墓
石
を
撰
文
す
る
の
に
最
も
相
応
し
い
人
物
が

選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

三
　
崇
源
院
墓
の
変
遷
を
巡
る
歴
史
的
背
景

前
節
で
検
討
し
た
崇
源
院
の
墓
石
に
つ
い
て
︑
そ
れ
は
冒
頭
で
記
し
た
と
お
り
︑
昭
和
三
〇
年
代
の
調
査
で
発
掘
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
一
七
世
紀
初
頭
に
造
立
さ
れ
て
か
ら
あ
る
段
階
で
地
下
に
埋
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
で
本
節
で
は
︑
彼
女
の

墓
石
が
何
時
︑
如
何
な
る
事
情
の
下
に
埋
め
ら
れ
た
の
か
︑
ま
た
︑
そ
の
歴
史
的
背
景
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

管
見
の
限
り
︑
当
該
問
題
に
つ
い
て
の
最
初
の
専
論
は
田
辺　

泰
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る20

︒
同
論
は
約
八
〇
年
前
に
発
表
さ
れ
た
も
の

で
︑
当
該
期
に
は
増
上
寺
の
発
掘
調
査
も
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
十
分
な
資
料
利
用
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
と
い
う
制
約
の
中
で
執
筆
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
た
め
︑
現
代
の
視
点
か
ら
論
評
を
加
え
る
の
は
公
平
を
欠
く
の
は
十
分
に
自
覚
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
問
題
の
所
在
を
明
確
に

す
る
た
め
に
は
︑
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
研
究
で
あ
る
の
で
︑
以
下
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
︒

本
問
題
に
関
連
し
た
田
辺
氏
の
論
文
の
主
張
は
①
寛
永
年
間
に
崇
源
院
の
霊
拝
所
︵
寛
永
三
年
着
工
・
同
五
年
完
成
︶
と
宝
塔
︵
本
稿

の
宝
篋
印
塔
を
指
す
︑
寛
永
三
～
四
年
頃
造
立
︶
が
建
設
・
造
立
さ
れ
た
当
初
は
︑
両
者
は
北
廟
の
敷
地
内
に
近
接
し
て
設
け
ら
れ
て
い

た
︒
そ
れ
が
︑
正
保
四
年
︵
一
六
四
七
︶
に
︑
台
徳
院
︵
徳
川
秀
忠
︶
霊
拝
所
の
再
造
営
を
契
機
と
し
て
︑
崇
源
院
の
霊
拝
所
は
台
徳
院

の
そ
れ
に
隣
接
し
て
︑
す
な
わ
ち
南
廟
の
敷
地
に
建
設
さ
れ
た
︒
以
上
が
霊
拝
所
と
宝
塔
が
南
廟
と
北
廟
に
分
か
れ
て
い
る
理
由
と
す

る
︒
②
正
保
四
年
に
崇
源
院
霊
拝
所
が
︑
翌
慶
安
元
年
︵
一
六
四
八
︶
に
同
宝
塔
が
再
造
営
さ
れ
た
理
由
は
︑
三
代
将
軍
家
光
と
対
立
し
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て
い
た
彼
の
弟
の
徳
川
忠
長
が
そ
の
建
設
に
携
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
︑
忠
長
を
疎
ん
だ
家
光
に
よ
っ
て
両
者
は
解
体
・
再
造
営
さ
れ

た
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
田
辺
説
①
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
既
に
内
藤　

昌
氏
が
寛
永
年
間
に
お
け
る
当
初
の
建
設
段
階
か
ら
︑
宝
塔
は
北
廟
に
︑
霊
拝

所
は
南
廟
の
敷
地
に
存
在
し
た
こ
と
を
︑
増
上
寺
敷
地
内
の
利
用
状
況
か
ら
結
論
づ
け
て
い
る21

︒
筆
者
も
次
の
理
由
に
よ
り
内
藤
氏
の
見

解
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
︒

先
に
も
触
れ
た
寛
永
一
一
～
二
年
頃
に
成
立
し
た
﹁
江
戸
図
屏
風
﹂︵
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
︑﹃
図
録
﹄
一
二
〇
～
二
頁
掲
載
︶
の

描
写
で
は22

︑
す
な
わ
ち
寛
永
年
間
に
お
け
る
増
上
寺
に
お
い
て
は
︑
北
廟
で
は
な
く
南
廟
の
敷
地
に
お
い
て
台
徳
院
霊
拝
所
に
︵
同
屏
風

押
紙
の
表
記
は
﹁
台
徳
院
殿
御
仏
殿
﹂︶
隣
接
す
る
形
で
崇
源
院
霊
拝
所
︵
同
屏
風
押
紙
の
表
記
は
﹁
崇
源
院
霊
屋
﹂︶
が
描
写
さ
れ
て
い

る
︒
内
藤
説
の
と
お
り
︑
寛
永
期
の
造
営
当
初
よ
り
彼
女
の
霊
拝
所
は
南
廟
に
立
地
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
︒

霊
拝
所
と
宝
塔
が
立
地
的
に
分
離
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
︑
当
時
の
遺
骸
に
対
す
る
穢
れ
意
識
が
作
用
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
﹃
本
光
国
師
日
記
﹄︵
寛
永
九
年
正
月
二
九
日
条
︶
が
示
唆
的
で
あ
る
︒

上
意
ニ
ハ
︑
相
国
様
墓
所
卵
塔
之
上
に
堂
建
︒
上
様
も
諸
人
も
参
詣
可
有
之
か
︒
又
別
に
御
尋
立
候
て
︑
御
位
牌
立
可
有
御
参
歟
︒
先

規
可
申
上
由
︑
国
申
は
︑
塔
頭
と
申
は
︑
卵
塔
之
ほ
と
り
と
書
候
て
︑
卵
塔
に
建
候
寺
ヲ
申
候
︒
昭
堂
ト
申
ヲ
建
候
て
︑
其
に
は
木
像

に
て
も
絵
像
に
て
も
︑
位
牌
に
て
も
立
候
︒
是
へ
常
に
は
御
参
候
︒
墓
所
へ
は
︑
盆
な
と
の
外
︑
忌
日
年
忌
之
外
に
は
常
に
は
御
参
な

く
候
と
申
候
へ
ハ
︑
僧
正
も
其
通
と
一
統
に
御
申
候
︒
則
被
立　

御
耳
尤
と
御
意
之
由

右
の
大
意
は
︑
徳
川
家
光
が
寛
永
九
年
に
死
去
し
た
﹁
相
国
様
﹂︵
徳
川
秀
忠
︶
の
墓
を
ど
の
よ
う
に
整
備
す
べ
き
か
︑﹁
国
﹂︵
金
地
院

崇
伝
︶
や
﹁
僧
正
﹂︵
天
海
︶
に
先
例
を
下
問
し
て
い
る
︒
崇
伝
が
回
答
す
る
に
は
︑
次
の
a
・
b
二
つ
の
施
設
が
あ
る
と
す
る
︒
ま
ず

a
墓
の
塔
を
建
て
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
塔
頭
﹂
と
い
う
の
は
こ
の
塔
の
ほ
と
り
︵﹁
頭
﹂
に
は
﹁
ほ
と
り
﹂
の
意
が
あ
る
︶
に
建
て
た
寺
の
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こ
と
を
指
す
︒
次
に
b
木
像
︑
位
牌
や
絵
等
を
安
置
す
る
昭
堂
を
建
設
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
前
者
a
は
お
盆
や
忌
日
・
忌
年
以
外
に
は
普

段
は
参
拝
し
な
い
場
所
で
あ
る
の
に
対
し
︑
後
者
b
は
常
に
人
々
が
参
拝
す
る
場
所
で
あ
る
と
す
る
︒
こ
の
回
答
に
天
海
も
賛
成
し
た
こ

と
か
ら
︑
家
光
も
同
意
し
た
の
で
あ
る
︒

別
言
す
れ
ば
︑
a
は
本
稿
で
い
う
宝
塔
に
相
当
し
︑
実
際
に
遺
骸
や
骨
が
埋
葬
さ
れ
て
お
り
︑
b
は
同
じ
く
霊
拝
所
に
相
当
し
︑
位
牌

や
尊
像
等
が
安
置
さ
れ
︑
普
段
の
参
拝
は
b
の
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
徳
川
秀
忠
の
埋
葬
方
法
は
﹃
本
光
国
師
日
記
﹄
の
と
お
り
︑
平

地
に
霊
拝
所
が
︑
彼
の
遺
骸
は
そ
の
南
西
に
位
置
す
る
小
高
い
丘
の
上
に
埋
め
ら
れ
︑
そ
の
上
に
堂
が
そ
れ
ぞ
れ
建
設
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
︵﹁
江
戸
図
屏
風
﹂
押
紙
の
表
記
は
﹁
台
徳
院
殿
御
廟
所
﹂︶︒
両
者
は
空
間
的
に
離
れ
て
立
地
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
遺
骸
へ
の
穢

れ
意
識
が
伺
え
る
︒

浦
井
正
明
氏
に
よ
れ
ば
︑
将
軍
の
葬
儀
や
埋
葬
に
は
現
将
軍
は
立
ち
会
わ
ず
︑
ま
た
︑
天
皇
家
同
様
に
将
軍
の
葬
儀
が
夜
儀
で
あ
る
こ

と
も
︑
参
道
に
白
布
を
ひ
く
こ
と
も
︑
何
れ
も
そ
れ
は
遺
骸
の
穢
れ
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
ま
た
︑
上
野
寛
永
寺
で
も
︑
将

軍
墓
は
霊
拝
所
と
宝
塔
と
に
分
か
れ
︑
将
軍
で
あ
っ
て
も
宝
塔
の
区
域
に
は
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う23

︒
同
氏
が
述
べ

た
こ
と
は
崇
源
院
の
葬
儀
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
こ
と
か
ら
︑
遺
骸
︵
遺
骨
︶
に
対
す
る
穢
れ
意
識
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ

る
︒﹃
徳
川
実
紀
﹄
寛
永
三
年
一
〇
月
一
八
日
条
に
お
け
る
崇
源
院
の
葬
儀
の
描
写
に
あ
っ
て
︑﹁
行
列
は
一
番
大
松
明
﹂︑
葬
列
が
通
る

沿
道
の
﹁
両
方
に
燭
を
か
ゝ
ぐ
﹂
と
あ
る
か
ら
夜
儀
で
あ
り
︑﹁
御
寺
︵
増
上
寺
︶
よ
り
此
所
︵
麻
布
の
茶
毘
所
︶
ま
で
千
間
が
間
︑
こ

も
の
上
に
白
布
十
反
を
し
き
﹂
と
参
道
に
白
布
を
ひ
か
れ
て
お
り
︑
ま
た
︑
秀
忠
・
家
光
共
に
葬
儀
に
は
参
加
し
て
い
な
い
︒
彼
女
の
場

合
も
浦
井
氏
の
所
説
と
同
様
な
形
で
葬
礼
が
執
行
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
遺
骸
︵
遺
骨
︶
に
対
す
る
穢
れ
意
識
の
存
在
が
認
め
ら
れ

よ
う
︒

ま
た
︑﹁
江
戸
図
屏
風
﹂
に
あ
っ
て
も
︑
ま
た
天
保
五
・
七
年
︵
一
八
三
四
・
六
︶
刊
行
の
﹃
江
戸
名
所
図
会
﹄
に
あ
っ
て
も
︑
増
上
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寺
を
鳥
瞰
的
に
描
い
た
図
は
い
ず
れ
も
南
廟
を
中
心
に
︑
諸
伽
藍
の
描
写
に
意
を
注
い
で
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
北
廟
の
︑
と
り
わ
け
歴

代
将
軍
及
び
そ
の
家
族
の
宝
塔
が
立
て
ら
れ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
雲
・
霞
で
覆
う
等
に
よ
り
︑
描
写
す
る
こ
と
自
体
を
避
け
て

い
る
︒
遺
骸
︵
遺
骨
︶
に
対
す
る
忌
避
意
識
が
一
般
的
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
︒

そ
う
で
あ
る
な
ら
︑
霊
拝
所
と
宝
塔
は
建
設
・
造
立
当
初
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
離
れ
た
箇
所
に
設
け
ら
れ
た
と
解
釈
す
る
内
藤
説
の
方
に
賛

意
を
表
し
た
い
︒
両
者
を
空
間
的
に
隔
て
る
必
然
性
が
近
世
初
頭
よ
り
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
ま
ま
戦
災
で
焼
失
す
る

ま
で
︑
南
廟
に
霊
拝
所
︑
北
廟
に
宝
塔
が
設
け
ら
れ
続
け
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

次
に
田
辺
説
②
で
あ
る
が
︑
そ
も
そ
も
崇
源
院
霊
拝
所
を
徳
川
忠
長
が
建
立
し
た
と
す
る
根
拠
が
不
明
と
い
う
問
題
が
あ
る24

︒
彼
は
家

光
と
政
治
的
に
対
立
し
て
失
脚
し
︑
寛
永
一
〇
年
︵
一
六
三
三
︶
に
自
刃
す
る
︒
も
し
︑
田
辺
氏
が
説
く
よ
う
に
﹁
正
保
四
年
霊
牌
所
再

建
の
理
由
は
︑
将
軍
家
光
と
弟
忠
長
と
の
確
執
に
よ
る
感
情
に
基
づ
く
も
の
で
︑
寛
永
五
年
の
最
初
の
造
営
が
︑
忠
長
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
為
め
家
光
は
快
し
と
せ
ず
﹂
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
何
故
に
忠
長
死
去
か
ら
再
造
営
を
行
う
正
保
四
年
︵
一
六
四
七
︶
ま
で
の
約

一
四
年
間
︑
破
却
を
し
な
か
っ
た
の
か
︑
そ
の
理
由
が
判
然
と
し
な
い
︒
家
光
は
忠
長
死
去
後
に
あ
っ
て
も
崇
源
院
礼
拝
所
を
何
度
も
参

詣
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
む
し
ろ
彼
は
同
所
に
深
い
敬
仰
の
念
を
さ
え
抱
い
て
い
た
こ
と
が
読
み
解
け
る
の
で
あ
る25

︒

以
上
を
前
提
と
し
て
︑
崇
源
院
墓
石
を
巡
る
経
緯
を
ま
と
め
る
と
︑
次
の
と
お
り
と
な
る
︒
崇
源
院
の
死
後
︑
寛
永
三
～
五
年
頃
の
間

に
増
上
寺
南
廟
の
敷
地
に
彼
女
の
位
牌
を
安
置
し
た
霊
拝
所
が
︑
北
廟
の
敷
地
に
彼
女
の
火
葬
骨
を
納
め
た
宝
篋
印
塔
が
そ
れ
ぞ
れ
建

設
・
建
立
さ
れ
た
︒
霊
拝
所
に
つ
い
て
は
正
保
三
年
九
月
頃
に
造
り
変
え
に
着
手
し
︑
翌
正
保
四
年
三
月
に
は
新
霊
拝
所
が
完
成
し
︑
寛

永
期
の
旧
霊
拝
所
の
建
物
は
鎌
倉
建
長
寺
に
移
築
さ
れ
た26

︒
宝
篋
印
塔
に
つ
い
て
は
正
保
四
年
の
地
震
に
よ
り
︑
そ
の
周
囲
の
石
垣
や
燈

籠
が
損
壊
し
︑
慶
安
元
年
︵
一
六
四
八
︶
五
月
に
家
光
は
造
り
変
え
を
命
じ
た27

︒﹃
徳
川
実
紀
﹄
か
ら
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
と
︑
正
保

四
年
年
五
月
一
八
日
条
に
﹁
こ
た
び
の
地
震
に
て　

台
徳
院
殿
︑　

崇
源
院
殿
御
墓
辺
の
石
垣
并
石
灯
倒
傾
せ
し
か
ば
修
治
す
べ
し
と
︒



―116―

其
奉
行
を
八
木
勘
十
郎
守
直
︑
高
木
筑
後
守
正
次
に
命
ぜ
ら
る
﹂︵
傍
線
筆
者
︑
以
下
同
︶︑
慶
安
元
年
五
月
一
四
日
に
﹁
崇
源
院
殿
宝
塔

改
造
の
奉
行
を
小
姓
組
仙
石
右
近
久
邦
︑
書
院
番
石
尾
七
兵
衛
治
昌
に
仰
付
ら
る
﹂
と
あ
る
︒
そ
の
こ
と
で
︑
こ
れ
ま
で
の
宝
篋
印
塔
は

地
下
に
埋
め
ら
れ
︑
そ
の
上
に
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
八
角
堂
形
の
石
製
宝
塔
が
建
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
完
成
時
期
の
詳

細
は
不
明
で
あ
る
が
︑
後
に
挙
げ

る
理
由
か
ら
同
年
中
に
は
完
成
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
れ
で
は
何
故
︑
正
保
四
年
～

慶
安
元
年
に
か
け
て
と
い
う
時
期

に
霊
拝
所
や
宝
塔
の
再
建
設
が
な

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
田
辺
説

②
の
よ
う
に
家
光
と
忠
長
の
不
仲

に
帰
す
べ
き
問
題
で
な
い
と
す
れ

ば
︑
如
何
な
る
理
由
が
想
定
し
得

る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
問
題
を
解

く
に
あ
た
り
︑
両
施
設
と
も
彼
女

の
菩
提
を
弔
う
た
め
の
も
の
と
い

う
目
的
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置

け
ば
︑
慶
安
元
年
は
徳
川
秀
忠
一

表 1　17世紀初～中期における江戸近郊での大規模地震一覧

年代 震度 マグニチュード

元和元年（1615）6月 1日 5強 6 1/2

元和 2年（1616）4月 9日 4 7.0

寛永 4年（1627）1月 21日 5強

寛永 5年（1628）7月 11日 5弱 6.0

寛永 7年（1630）6月 24日 5弱 6 1/4

寛永 10年（1633）1月 21日 4 7.0

寛永 12年（1635）1月 23日 5弱 6.0

寛永 20年（1643）10月 26日 4 6.2

正保 2年（1645）11月 15日 3

正保 4年（1647）5月 14日 5弱～5強 6.5

慶安元年（1648）4月 22日 4 7.0

慶安 2年（1649）6月 20日 5強 7.0

慶安 2年（1649）7月 25日 5弱 6.4

万治元年（1658）4月 3日 4

万治 2年（1659）2月 4 6.875

寛文 2年（1662）5月 1日 3 7.425

寛文 7年（1667）7月 3日 3 6.2

寛文 8年（1668）7月 21日 3 5.9

※　宇佐美龍夫編『わが国の歴史地震被害一覧表（改訂版）』
（日本電気協会、2010年）に基づき作成。
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七
回
忌
で
あ
る
と
同
時
に
︑
徳
川
家
康
の
三
三
回
忌
︑
崇
源
院
二
三
回
忌

に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
︒
同
年
に
は
大
規
模
な
恩
赦
が
実

施
さ
れ
︑
幕
府
の
﹁
仁
政
﹂
を
全
国
に
知
ら
し
め
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ

た28

︒か
か
る
事
情
に
あ
っ
た
た
め
に
︑
当
時
の
幕
府
に
と
っ
て
︑
年
忌
法
要

は
確
実
に
成
功
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
先
述
の
と

お
り
慶
安
元
年
五
月
一
四
日
に
崇
源
院
の
宝
塔
の
再
造
営
を
家
光
は
命
じ

て
い
る
が
︑
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
同
年
五
月
二
二
日
に
﹁
松
平
伊
豆
守
信
綱

并
に
松
平
出
雲
守
勝
隆
に
︑
こ
の
九
月　

崇
源
院
殿
廿
三
回
に
よ
り
︑
万

部
の
御
法
会
行
は
る
︒
そ
の
総
奉
行
命
ぜ
ら
れ
︑
伊
丹
康
勝
入
道
順
斎
も

そ
の
事
沙
汰
す
べ
し
と
仰
付
ら
る
﹂︵﹃
徳
川
実
紀
﹄︶
と
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
彼
女
の
宝
塔
の
再
造
営
と
年
忌
法
要
の
準
備
と

は
一
体
の
下
に
進
め
ら
れ
た
と
見
做
し
得
る
の
で
あ
る
︒
霊
拝
所
の
再
建
設
も
同
じ
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
結
果
と
し
て
同
年
九

月
五
日
に
﹁
崇
源
院
殿
廿
三
年
の
御
法
会
明
日
よ
り
行
は
る
﹂︑
同
二
二
日
に
﹁
三
縁
山
万
部
御
法
会
結
願
に
よ
て
︑　

崇
源
院
殿
霊
牌
所

に
詣
給
ふ
﹂︵﹃
徳
川
実
紀
﹄︶
と
あ
り
︑
こ
れ
ら
諸
事
業
は
幕
府
の
当
初
の
目
論
見
と
お
り
︑
無
事
に
終
了
し
た
こ
と
に
な
る
︒
以
上
か

ら
︑
法
会
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
に
は
︑
遅
く
と
も
慶
安
元
年
八
月
下
旬
ま
で
に
は
新
宝
塔
︵
八
角
堂
形
宝
塔
︶
が
完
成
し
て
い
た
と
結
論

づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
慶
安
元
年
の
再
造
営
の
際
︑
寛
永
期
の
宝
篋
印
塔
は
何
故
︑
地
下
に
埋
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
︒
既
に
引
用
し
た
正
保
四
年
五
月
に
︑
地
震
に
よ
り
宝
塔
周
辺
の
石
垣
等
が
破
損
し
た
と
い
う
事
実
に
注
目
す
る
と
︑
当
該
期
前
後
は

表 2　5年ごとの地震件数一覧

年代 地震件数

1614～1619 2

1620～1624 0

1625～1629 2

1630～1634 2

1635～1639 1

1640～1644 1

1645～1649 5

1650～1654 0

1655～1659 2

1660～1664 1

1665～1669 2
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際
立
っ
て
大
規
模
地
震
が
多
発
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
︒
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
七
・
三
で
あ
り
︑
こ

れ
を
基
準
に
近
世
初
頭
に
お
け
る
ほ
ぼ
同
規
模
の
大
地
震
を
表
1
と
し
て
ま
と
め
︑
そ
の
件
数
を
五
年
ご
と
に
集
計
し
た
の
が
表
2
で
あ

る
︒
一
見
し
て
明
ら
か
な
と
お
り
︑
他
の
年
代
は
〇
～
二
件
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
︑
宝
塔
や
霊
拝
所
を
再
造
営
し
た
一
六
四
五
～
九
年

の
間
は
五
件
と
突
出
し
て
大
規
模
地
震
の
回
数
が
多
い
の
で
あ
る
︒
表
に
は
掲
出
し
得
な
か
っ
た
が
︑
小
規
模
地
震
も
含
め
れ
ば
︑
そ
の

数
は
も
っ
と
増
え
る
で
あ
ろ
う
︒
前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
の
政
治
思
想
と
し
て
︑
大
規
模
災
害
が
発
生
す
る
の
は
︑
天
が
為
政
者
の
悪
政
を

懲
ら
し
め
る
た
め
と
見
做
す
﹁
天
人
相
関
﹂
と
い
う
考
え
方
が
存
在
し
た
︒
現
代
社
会
の
よ
う
に
災
害
を
純
粋
な
自
然
現
象
と
捉
え
る
の

で
は
な
く
︑
そ
こ
に
人
間
社
会
の
政
治
の
問
題
を
密
接
に
関
連
づ
け
て
解
釈
す
る
考
え
方
で
あ
る29

︒
し
た
が
っ
て
当
時
︑
大
規
模
地
震
が

相
次
い
で
発
生
し
た
の
は
︑
徳
川
幕
府
の
政
治
に
問
題
が
あ
る
か
ら
と
人
々
に
観
念
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

中
世
期
に
あ
っ
て
石
塔
を
建
立
し
た
の
は
︑
死
者
の
菩
提
を
弔
う
た
め
の
他
︑﹁
納
経
・
病
気
の
平
癒
・
天
下
国
家
の
安
泰
・
悪
霊
の

鎮
め
・
地
震
や
疫
病
流
行
の
被
害
か
ら
の
救
済
・
雨
乞
い
と
さ
ま
ざ
ま
な
時
に
造
立
さ
れ
た30

﹂
の
で
あ
る
︒
前
節
に
試
訳
と
し
て
提
示
し

た
と
お
り
︑
崇
源
院
の
墓
石
碑
文
に
は
彼
女
の
菩
提
を
弔
い
な
が
ら
︑
鎮
護
国
家
の
願
い
を
こ
め
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
︒

だ
が
︑
も
し
そ
れ
が
大
地
震
の
発
生
に
よ
っ
て
倒
壊
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
幕
府
安
泰
の
シ
ン
ボ
ル
的
意
味
合
い
が
反
転
し
︑
幕
府
の
悪
政
ぶ

り
に
対
す
る
天
譴
で
あ
る
こ
と
を
証
拠
だ
て
る
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
冒
頭
で
論
じ
た
と
お
り
︑
こ
の
宝
篋
印
塔
は

五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
き
さ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
構
造
的
な
安
定
性
と
い
う
側
面
に
お
い
て
は
難
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
表
1
・

2
の
と
お
り
︑
当
時
は
大
地
震
が
頻
発
し
て
い
た
か
ら
︑
宝
篋
印
塔
倒
壊
と
い
う
事
態
は
十
分
に
起
こ
り
得
る
も
の
と
す
る
見
解
が
幕
府

首
脳
陣
の
間
に
は
存
在
し
て
い
た
に
相
違
あ
る
ま
い
︒

そ
こ
で
家
光
を
中
心
と
し
た
幕
府
首
脳
陣
は
︑
右
述
の
事
態
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
︑
安
定
性
を
欠
く
宝
篋
印
塔
を
自
ら
解
体
し
て
地
下

に
埋
め
︑
そ
の
上
部
に
代
わ
り
と
し
て
三
メ
ー
ト
ル
程
度
と
比
較
的
丈
が
低
く31

︑
構
造
的
に
も
安
定
し
た
形
で
あ
る
八
角
堂
形
の
宝
塔
を
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建
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
宝
篋
印
塔
と
宝
塔
を
比
較
す
る
と
︑
前
者
は
全
体
に
金
箔
が
貼
ら
れ
た
華
麗
な
外
観
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
後
者
は
石
材
そ

の
も
の
の
意
匠
に
よ
る
地
味
な
外
観
と
い
う
変
化
を
き
た
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
寛
永
一
八
・
一
九
年
︵
一
六
四
一
・
二
︶
の
大
凶
作
︑
そ

れ
に
伴
う
同
一
九
・
二
〇
年
︵
一
六
四
二
・
三
︶
の
大
飢
饉
に
よ
り
︑
全
国
的
に
人
民
が
疲
弊
し
て
い
た
こ
と
と
関
係
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る32

︒
飢
饉
に
よ
る
疲
弊
へ
の
対
応
と
し
て
幕
府
と
し
て
は
積
極
的
な
倹
約
策
を
励
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
お
い
こ
ま
れ
︑

豪
華
・
華
麗
な
意
匠
の
も
の
を
建
造
す
る
こ
と
に
対
し
︑
遠
慮
意
識
が
働
い
た
も
の
と
思
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
先
述
し
た
幕
府
﹁
仁

政
﹂
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
と
し
て
︑
そ
れ
に
相
応
し
い
も
の
と
し
て
あ
え
て
質
素
な
造
り
に
変
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

寛
永
期
後
半
頃
の
徳
川
家
光
の
政
治
課
題
は
︑
明
か
ら
清
へ
と
交
代
す
る
﹁
華
夷
変
態
﹂
と
い
う
東
ア
ジ
ア
秩
序
の
大
変
動
と
い
う
事

態
に
対
応
す
る
た
め
に
︑
ま
た
︑﹁
過
去
の
弾
圧
を
正
当
化
し
て
百
姓
ら
を
宥
め
︑
新
た
な
対
抗
勢
力
を
再
設
定
し
て
国
内
結
集
を
遂
げ
﹂

る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
外
国
︵
特
に
キ
リ
シ
タ
ン
国
︶
と
の
戦
争
を
視
野
に
含
め
な
が
ら
︑
徳
川
家
康
を
中
心
と
し
た
日
本
神

国
観
の
形
成
に
迫
ら
れ
て
い
た33

︒

当
該
期
は
寛
永
の
大
飢
饉
が
発
生
し
た
こ
と
で
全
国
的
に
人
民
の
疲
弊
は
極
度
に
達
し
︑
幕
政
に
対
す
る
反
発
か
ら
社
会
不
安
も
絶
え

ず
︑
実
際
に
家
光
か
ら
家
綱
へ
の
交
代
期
に
は
慶
安
事
件
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
的
事
件
が
発
生
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
対
応
を
誤
れ
ば

容
易
に
幕
府
の
存
亡
に
も
か
か
わ
る
政
治
問
題
に
発
展
し
易
い
危
機
的
状
況
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
対
応
策
の
一
環
と
し
て
︑
崇

源
院
墓
の
改
造
も
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
︒

な
お
︑
本
稿
で
は
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
が
︑
崇
源
院
墓
は
様
々
な
意
味
で
過
渡
期
的
存
在
で
あ
り
︑
後
の
確
立
さ
れ
た
葬
制
か
ら
み
れ

ば
︑
異
例
な
点
が
多
い
︒
一
例
と
し
て
︑
一
七
世
紀
末
頃
か
ら
武
家
上
層
に
お
い
て
は
土
葬
が
主
流
と
な
る
が
︑
彼
女
は
火
葬
で
あ
る
︒

墓
石
碑
文
に
し
て
も
︑
後
代
に
は
彼
女
の
よ
う
な
願
文
的
な
も
の
は
な
く
な
り
︑
年
代
と
被
葬
者
の
名
前
や
略
歴
の
記
載
と
な
る
等
︑
定
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型
化
・
簡
易
化
が
進
展
す
る
︒
高
さ
も
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
巨
大
な
も
の
は
姿
を
消
し
︑
丈
が
低
く
な
る
傾
向
に
あ
る
︒
そ
の
背
後
に

は
葬
送
儀
礼
の
確
立
と
共
に
︑
死
生
観
の
変
化
も
横
た
わ
っ
て
い
る34

︒
崇
源
院
墓
石
の
研
究
は
こ
う
し
た
問
題
を
解
き
明
か
す
上
で
も
重

要
な
事
例
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

最
後
に
︑
そ
も
そ
も
何
故
︑
増
上
寺
に
あ
っ
た
崇
源
院
の
墓
石
が
山
梨
県
恵
林
寺
境
内
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
経
緯
の
概

略
を
説
明
す
る
と
︑
次
の
と
お
り
と
な
る35

︒

一
九
六
四
︵
昭
和
三
九
︶
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
を
控
え
︑
か
つ
て
の
増
上
寺
寺
域
の
一
部
に
ホ
テ
ル
建
設
を
は
じ
め
と
し
た

再
開
発
計
画
が
西
武
鉄
道
に
よ
っ
て
立
案
さ
れ
た
︒
そ
の
こ
と
に
伴
い
︑
将
軍
墓
の
改
葬
が
な
さ
れ
た
︒
本
稿
冒
頭
に
て
紹
介
し
た
増
上

寺
徳
川
家
墓
所
の
学
術
調
査
も
そ
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

再
開
発
に
あ
た
り
問
題
と
な
っ
た
の
は
増
上
寺
に
あ
っ
た
膨
大
な
石
燈
籠
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
石
燈
籠
と
は
江
戸
時
代
に

あ
っ
て
︑
将
軍
と
そ
の
一
族
が
死
去
し
た
際
に
全
国
の
諸
大
名
か
ら
献
燈
さ
れ
た
も
の
で
︑
お
よ
そ
一
千
基
以
上
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒

最
終
的
に
そ
れ
ら
は
西
武
鉄
道
に
引
き
取
ら
れ
︑
所
沢
の
西
武
園
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
の
際
に
︑
解
体
さ
れ
た
徳
川
将
軍
家

族
の
宝
塔
と
共
に
︑
地
下
か
ら
発
掘
さ
れ
た
崇
源
院
の
墓
石
も
一
括
し
て
搬
送
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

西
武
園
に
移
さ
れ
た
こ
れ
ら
墓
石
・
燈
籠
類
は
︑
希
望
者
に
は
そ
の
一
部
が
分
け
与
え
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
所
沢
の
西
武
球
場

︵
一
九
七
九
年
完
成
︶
の
整
備
に
よ
り
︑
膨
大
な
石
塔
類
を
保
管
す
る
こ
と
が
物
理
的
に
困
難
と
な
っ
た
た
め
︑
昭
和
五
〇
年
代
初
頭
頃

︵
一
九
七
五
～
︶
か
ら
こ
れ
ら
石
塔
類
の
大
量
放
出
が
な
さ
れ
︑
そ
の
大
部
分
が
関
東
を
中
心
と
し
た
全
国
の
寺
院
や
希
望
者
に
引
き
取

ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
際
の
記
録
が
必
ず
し
も
十
分
だ
っ
た
訳
で
は
な
く
︑
ど
こ
に
譲
ら
れ
た
の
か
は
現
在
で
も
な
お
不
明
な

部
分
を
残
し
て
い
る
︒

恵
林
寺
に
現
存
し
て
い
た
崇
源
院
墓
石
も
こ
う
し
た
一
連
の
経
緯
の
中
か
ら
一
九
六
八
年
に
譲
ら
れ
︑
同
寺
境
内
に
石
塔
等
と
共
に
搬
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送
さ
れ
た
︒
現
在
確
認
さ
れ
る
限
り
︑
恵
林
寺
境
内
に
は
一
三
基
の
宝
塔
と
徳
川
将
軍
墓
の
石
材
類
が
存
在
す
る
︒
本
稿
で
論
じ
た
崇
源

院
の
墓
石
は
︑
一
部
を
除
き
︑
一
般
に
は
そ
れ
が
彼
女
の
墓
石
と
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
時
間
の
流
れ
の
中
で
︑
そ
の
歴
史
的
価
値
は

忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
︒
江
︵
崇
源
院
︶
の
生
涯
は
数
奇
を
極
め
た
が
︑
彼
女
の
墓
石
そ
れ
自
体
も
不
可
思
議
な
縁
に
導
か
れ
な
が
ら
流

浪
を
重
ね
た
の
で
あ
る
︒
昭
和
三
〇
年
代
に
増
上
寺
の
地
下
か
ら
掘
り
出
さ
れ
て
か
ら
は
所
沢
に
︑
さ
ら
に
山
梨
県
の
恵
林
寺
に
移
さ
れ

た
と
い
う
変
転
の
経
歴
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
︒

だ
が
︑
彼
女
の
墓
石
の
長
か
っ
た
旅
も
こ
こ
で
よ
う
や
く
落
ち
着
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
二
〇
一
五
年
に
墓
石
は
信
玄
公
宝
物
館
内
に
搬

送
さ
れ
て
︑
常
設
的
に
展
示
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
一
般
の
人
々
に
広
く
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
あ
わ
せ
て
学
際

的
な
調
査
が
実
施
さ
れ
︑
学
術
的
視
点
か
ら
光
が
当
て
ら
れ
た
こ
と
で
︑
広
く
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
を
契
機
に
様
々
な

観
点
か
ら
崇
源
院
の
墓
石
に
つ
い
て
︑
ひ
い
て
は
当
時
の
徳
川
将
軍
の
葬
送
儀
礼
や
死
生
観
の
在
り
様
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
が
進
む
こ

と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
︒
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区
考
古
学
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
3　

港
区
の
江
戸
時
代
Ⅱ　

台
徳
院
霊
拝
所
跡
の
考
古
学
﹄︵
港
区
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
九
年
︶

を
参
照
︒

 

4	

鈴
木　

尚
﹃
骨
は
語
る
徳
川
将
軍
家
・
大
名
家
の
人
び
と
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
五
年
︶
九
四
～
六
頁
参
照
︒

 

5	

小
野
正
文
﹁
崇
源
院
の
石
棺
﹂︵﹃
第
二
回
恵
林
寺
講
座
﹄
信
玄
公
宝
物
館
︑
二
〇
一
五
年
︶
参
照
︒
以
下
︑
文
中
に
お
い
て
﹁
小
野
正
文
氏
の
調
査
﹂

と
記
す
の
は
︑
当
該
稿
に
拠
る
︒
本
共
同
研
究
の
成
果
は
恵
林
寺
を
会
場
に
﹁
恵
林
寺
講
座
﹂
と
し
て
次
の
と
お
り
一
般
公
開
が
な
さ
れ
た
︒
い
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ず
れ
も
貴
重
な
報
告
内
容
で
あ
り
︑
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
有
益
な
示
唆
を
受
け
た
︒

 
 

〇
第
二
回
恵
林
寺
講
座　

二
〇
一
五
年
五
月
一
七
日

 
 

・
小
野
正
文
氏
﹁
崇
源
院
の
石
棺
﹂

 
 

・
髙
橋　

修
﹁
再
発
見
に
か
か
る
崇
源
院
墓
石
の
碑
文
考
﹂

 
 

〇
第
三
回
恵
林
寺
講
座　

二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
一
日

 
 

・
松
原
典
明
氏
﹁
近
世
武
家
社
会
の
女
性
の
墓
﹂

 
 

・
西
海
真
紀
氏
﹁
崇
源
院
と
甲
州
﹂

 
 

右
の
他
︑
筆
者
は
同
年
三
月
二
八
日
に
実
施
さ
れ
た
二
〇
一
五
年
度
山
梨
郷
土
研
究
会
第
一
回
例
会
︵
於　

山
梨
県
立
図
書
館
︶
の
場
に
お
い
て
﹁
再

発
見
に
か
か
る
崇
源
院
墓
石
の
碑
文
考
﹂
と
し
口
頭
報
告
を
行
っ
た
︒
本
稿
は
こ
れ
ら
口
頭
報
告
と
そ
の
際
の
会
場
と
の
質
疑
応
答
︑
ま
た
︑
そ

の
後
の
調
査
研
究
の
知
見
を
基
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒

 

6	

例
え
ば
︑
松
原
典
明
﹃
近
世
大
名
葬
制
の
考
古
学
的
研
究
﹄︵
雄
山
閣
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
坂
詰
・
松
原
編
﹃
季
刊
考
古
学
・
別
冊
二
〇　

近
世
大
名
墓

の
世
界
﹄︵
二
〇
一
三
年
︶︑
大
名
墓
研
究
会
編
﹃
近
世
大
名
墓
の
成
立
﹄︵
雄
山
閣
︑
二
〇
一
四
年
︶
等
参
照
︒

 

7	

﹁
無
量
寿
経
﹂
に
つ
い
て
は
粂
原
勇
慈
氏
よ
り
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
︒
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
︒
以
下
︑
浄
土
三
部
経
に
つ
い
て
は
︑

中
村
・
早
島
・
紀
野
訳
註
﹃
浄
土
三
部
経
﹄
上
・
下
︵
岩
波
文
庫
︑
一
九
六
三
・
四
年
︑
以
下
﹃
岩
波
文
庫
版
﹄︶︑
渡
辺
照
宏
﹃
お
経
の
話
﹄︵
岩

波
新
書
︑
一
九
六
七
年
︶︑
坂
東
性
純
﹃
浄
土
三
部
経
の
真
実
﹄︵
日
本
放
送
出
版
協
会
︑
一
九
九
五
年
︶
参
照
︒

 

8	

﹃
岩
波
文
庫
版
﹄
の
訳
を
基
に
し
な
が
ら
適
宜
︑﹃
日
本
思
想
大
系　

法
然　

一
遍
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
七
一
年
︶
で
の
諸
注
釈
も
挿
入
し
て
掲
出
し
た
︒

 

9	

章
の
名
称
は
﹃
岩
波
文
庫
版
﹄
訳
註
者
が
付
し
た
も
の
で
︑
本
稿
も
説
明
の
便
宜
の
た
め
に
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
︒
北
面
の
句
は
﹃
岩
波
文
庫
版
﹄

上
︑
一
八
七
～
八
頁
に
掲
載
︒

 

10	

阿
満
利
麿
訳
・
解
説
﹃
選
択
本
願
念
仏
集
﹄︵
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
︑
二
〇
〇
七
年
︶
五
九
頁
︵
訳
文
︶・
一
八
八
頁
︵
引
用
文
︶
参
照
︒

 

11	

東
面
の
句
は
﹃
岩
波
文
庫
版
﹄
上
︑
二
二
七
頁
に
︑
訳
は
一
二
〇
頁
に
掲
載
︒

 

12 

高
橋
美
由
紀
﹃
伊
勢
神
道
の
成
立
と
展
開　

増
補
版
﹄︵
二
〇
一
〇
年
︑
ぺ
り
か
ん
社
︶
第
一
章
第
一
節
参
照
︒

 

13 

松
平
英
男
編
﹃
葵
の
ふ
る
さ
と
松
平
郷
﹄︵
松
平
郷
文
化
財
保
存
会
︑
一
九
九
三
年
︶
三
五
頁
参
照

 

14 

曽
根
原
理
﹁
増
上
寺
に
お
け
る
東
照
宮
信
仰
﹂︵
井
上
他
編
﹃
近
世
の
宗
教
と
社
会
﹄
二
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
年
︶
参
照
︒

 

15	

南
面
の
句
は
﹃
岩
波
文
庫
版
﹄
上
︑
二
三
七
頁
に
︑
訳
は
一
三
二
頁
に
掲
載
︒

 

16	

註
8
﹃
日
本
思
想
大
系　

法
然　

一
遍
﹄
所
収
︒

 

17	

註
14
曽
根
原
前
掲
︒
徳
川
家
康
を
は
じ
め
松
平
氏
歴
代
を
慈
悲
の
君
主
と
し
︑
さ
ら
に
家
康
を
阿
弥
陀
仏
と
す
る
神
話
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
大
桑　

斉
﹁
徳
川
将
軍
権
力
と
宗
教
﹂︵
網
野
・
樺
山
・
宮
田
・
安
丸
・
山
本
編
﹃
岩
波
講
座　

天
皇
と
王
権
を
考
え
る　

第
四
巻　

宗
教
と
権

威
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︶
参
照
︒
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18	

﹃
大
本
山
増
上
寺
史　

本
文
編
﹄
第
二
編
三
参
照
︒

 
19	

﹃
増
上
寺
史
資
料
集
﹄
一
︑
一
八
五
～
六
頁
に
掲
載
︒

 
20	
田
辺　

泰

「
崇
源
院
霊
牌
所
私
考
」
（
『
建
築
学
会
論
文
集
』
一
、
一
九
三
六
年
）
参
照
。

 

21	
内
藤　

昌
﹃
江
戸
図
屏
風
別
巻　

江
戸
の
都
市
と
建
築
﹄︵
毎
日
新
聞
社
︑
一
九
七
二
年
︶
九
九
頁
参
照
︒

 

22	
同
屏
風
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
黒
田
日
出
男
﹃
王
の
身
体　

王
の
肖
像
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
九
三
年
︶
第
二
部
参
照
︒

 

23 

浦
井
正
明
﹃
上
野
寛
永
寺
将
軍
家
の
葬
儀
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
七
年
︶
七
三
～
四
・
八
〇
～
三
頁
参
照
︒
な
お
︑
註
6
松
原
前
掲
︵
第
一
章
︶

の
大
名
墓
の
上
部
構
造
分
類
に
よ
れ
ば
︑
豊
臣
秀
吉
か
ら
徳
川
七
代
将
軍
ま
で
は
埋
葬
の
た
め
の
墓
域
と
拝
殿
が
別
造
り
と
し
て
区
分
さ
れ
る
B

類
に
属
す
る
と
し
て
い
る
︒
崇
源
院
の
場
合
も
こ
の
B
類
に
該
当
す
る
︒

 

24 

徳
川
忠
長
が
崇
源
院
霊
拝
所
を
建
設
し
た
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
︑
管
見
の
限
り
で
は
次
の
徳
川
忠
長
書
状
︵
群
馬
・
大
信
寺
文
書
︶
が
想
定
さ
れ
得

る
︵﹃
図
録
﹄
一
四
一
頁
収
載
︶︒

一
筆
令
啓
候
︒
仍
於
貴
寺
万
部
被　

仰
付
候
由
︑
御
苦
身
共
候
︒
内
々
我
等
も
可
参
候
由
︑
存
候
処
ニ
︑
崇
源
院
様
御
玉
屋
申
付
候
儀
︑
達　

上
聞
︑
於
当
地
者
御
仏
事
可
執
行
候
由
︑　

御
意
ニ
付
而
︑
無
其
儀
候
︒
然
者
︑
三
枝
伊
豆
守
差
遣
候
︒
委
細
口
上
ニ
申
含
候
︒
恐
々
謹
言

駿
河
大
納
言

︵
寛
永
五
年
︶
九
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

忠
長
︵
花
押
︶

増
上
寺床

下

右
資
料
文
中
の
﹁
崇
源
院
様
御
玉
屋
申
付
﹂
を
増
上
寺
の
崇
源
院
霊
拝
所
建
設
と
解
釈
し
た
こ
と
で
︑
右
の
所
説
が
流
布
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

だ
が
︑
祐
天
寺
所
蔵
に
か
か
る
崇
源
院
の
位
牌
を
納
め
る
宮
殿
の
発
見
に
よ
り
︑
右
の
資
料
は
増
上
寺
で
は
な
く
︑
忠
長
の
領
国
で
あ
る
駿
河
国

内
で
崇
源
院
霊
屋
を
家
光
に
無
断
で
建
立
し
た
こ
と
に
対
し
︑
勘
気
を
被
っ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︵﹃
図
録
﹄
一
六
七
～
九
・
二

一
八
頁
︑
齋
藤
慎
一
氏
執
筆
担
当
︶︒
し
た
が
っ
て
︑
本
資
料
は
︑
増
上
寺
の
霊
拝
所
を
忠
長
が
建
立
し
た
と
す
る
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
こ
と
に

な
る
︒

 

25	

註
18
前
掲
一
八
七
～
九
頁
参
照
︒

 

26	

神
奈
川
県
教
育
委
員
会
編
︵
関
口
欣
也
氏
執
筆
担
当
︶﹃
神
奈
川
県
文
化
財
図
鑑
建
造
物
篇
﹄︵
一
九
七
一
年
︶
五
五
～
六
一
頁
参
照
︒

 

27	

註
20
田
辺
前
掲
︑
註
21
内
藤
前
掲
︵
一
〇
一
～
二
頁
︶
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

 

28	

谷
口
真
子
﹁
恩
赦
を
め
ぐ
る
幕
府
権
威
と
仏
教
世
界
﹂︵
井
上
・
高
埜
編
﹃
近
世
の
宗
教
と
社
会
﹄
二
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
年
︶
参
照
︒

 

29 

笹
本
正
治
﹃
中
世
の
災
害
予
兆
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
六
年
︶
一
七
二
～
三
頁
︑
中
島
隆
博
﹃
悪
の
哲
学　

中
国
哲
学
の
想
像
力
﹄︵
筑
摩
選
書
︑

二
〇
一
二
年
︶
第
三
章
参
照
︒
佐
藤
大
介
﹃
少
年
藩
主
と
天
保
の
危
機
﹄︵
大
崎
八
幡
宮
︑
二
〇
一
七
年
︶
第
二
章
に
よ
れ
ば
︑
天
保
六
年
︵
一
八

三
五
︶
に
仙
台
藩
領
内
で
大
地
震
・
大
水
害
が
発
生
し
た
際
︑
そ
れ
を
当
時
の
藩
主
伊
達
斉
邦
の
失
政
へ
の
天
譴
と
す
る
捉
え
方
が
藩
内
に
存
在
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し
た
と
い
う
︒﹁
天
人
相
関
﹂
は
一
九
世
紀
に
至
っ
て
も
な
お
根
強
く
存
在
し
た
政
治
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

 
30 

水
藤　

真
﹃
中
世
の
葬
送
・
墓
制
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
一
年
︶
六
九
～
七
〇
頁
よ
り
引
用
︒

 
31 
﹃
報
告
書
﹄
に
は
崇
源
院
宝
塔
の
規
模
に
関
す
る
計
測
値
が
掲
出
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
正
確
な
数
値
は
不
明
で
あ
る
︒
た
だ
︑
天
英
院
︵
六
代
将
軍

徳
川
家
宣
室
︶
の
宝
塔
は
崇
源
院
の
そ
れ
と
﹁
同
じ
形
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
﹂
こ
と
か
ら
天
英
院
宝
塔
の
高
さ
三
四
〇
セ
ン
チ
と
い
う
計
測
値
が

崇
源
院
の
場
合
に
も
あ
る
程
度
︑
適
用
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
︑
本
文
の
と
お
り
と
し
た
︵﹃
同
﹄
六
三
・
八
九
頁
︶︒

 

32	

藤
田　

覚
﹁
寛
永
飢
饉
と
幕
政
︵
一
︶︵
二
︶﹂︵﹃
歴
史
﹄
五
九
・
六
〇
︑
一
九
八
二
・
三
年
︶
参
照
︒

 

33 

野
村　

玄
﹃
日
本
近
世
国
家
の
確
立
と
天
皇
﹄︵
思
文
閣
︑
二
〇
〇
六
年
︶
第
一
部
第
一
章
参
照
︒
引
用
は
四
四
頁
よ
り
︒

 

34	

以
上
︑
註
6
前
掲
諸
稿
参
照
︒

 

35 

以
下
︑
次
の
諸
稿
に
拠
る
︒
増
上
寺
石
塔
類
の
全
国
流
出
の
経
緯
は
﹁
浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺
の
石
燈
篭
一
千
基
は
何
処
へ
か
﹂︵﹃
寺
門
興
隆
﹄

二
〇
〇
五
年
七
月
号
︶
を
︑
増
上
寺
石
塔
の
所
在
に
関
す
る
調
査
・
研
究
は
伊
藤
友
己
﹁
増
上
寺
石
燈
籠
群
の
考
察
﹂︵﹃
東
村
山
市
史
研
究
﹄
一

三
︑
二
〇
〇
五
年
︶
を
︑
山
梨
県
内
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
深
澤
喜
延
﹁
東
京
・
芝
・
増
上
寺
徳
川
家
霊
拝
所
由
来
石
灯
籠
の
山
梨
県
内
各

地
へ
の
移
設
に
つ
い
て
﹂︵﹃
甲
斐
﹄
一
〇
九
︑
二
〇
〇
五
年
︶
を
︑
崇
源
院
墓
石
を
は
じ
め
恵
林
寺
境
内
に
あ
る
石
塔
類
の
移
設
の
経
緯
に
つ
い

て
は
註
5
前
掲
小
野
正
文
氏
の
調
査
︑
深
澤　
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