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一
　
は
じ
め
に

　

本
学
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
転
席
付
近
に
成
田
山
の
「
交
通
安
全
」
御
札

が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
通
勤
・
通
学
に
利
用
さ
れ
る
方
々
は
お
気
付
き

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
成
田
山
（
新
勝
寺
）
が
、
か
の
空
港
の
あ
る
千
葉

県
成
田
市
に
所
在
す
る
大
寺
院
だ
と
い
う
こ
と
も
、
多
く
ご
存
じ
と
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
成
田
山
新
勝
寺
が
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
由
来
を
伝
え

る
寺
院
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
筆
の
遊
み
に
過
ぎ
ぬ
、
あ
る
い
は
埒
も
な
き
埋
め
種
と
の
非
難
も

あ
ろ
う
が
、
今
回
は
そ
の
あ
た
り
を
ご
紹
介
し
た
い
。

　

と
は
い
え
、
寺
伝
に
よ
れ
ば
一
千
年
を
超
す
と
い
う
そ
の
歴
史
を
、
筆
者

が
一
か
ら
説
き
起
こ
す
わ
け
で
は
な
い
。
成
田
山
新
勝
寺
に
は
、
江
戸
時
代

の
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
に
撰
述
さ
れ
た
「
元
禄
の
大お
お

縁
起
」
と
呼
ば

れ
る
資
料
が
伝
わ
り
、
新
旧
の
山
史
は
こ
れ
を
根
本
史
料
と
位
置
付
け
て
き

た
。
内
容
的
に
は
史
実
と
認
め
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
一
般
に
寺
院
の
縁

起
（
由
緒
書
）
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
り
う
る
好
個
の
例
と

い
え
る
の
で
、
そ
の
全
容
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
上
記
の
目
的
を
果
た
す
つ

も
り
で
あ
る
。
た
だ
し
今
回
は
、
史
料
と
し
て
の
学
術
的
要
素
、
す
な
わ
ち

書
誌
デ
ー
タ
と
原
文
（
漢
文
）
と
を
ば
掲
げ
ず
、
訓
読
文
と
現
代
語
訳
と
を

提
示
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
誌
の
執
筆
ジ
ャ
ン
ル
の
う
ち
、「
資
料
紹
介
」

を
名
乗
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
、
内
容
の
そ
ぐ
わ
ぬ
こ
と
は
不
本
意
な

が
ら
、「
研
究
ノ
ー
ト
」
と
し
て
提
出
し
た
。

　

な
お
、
断
る
ま
で
も
な
い
が
念
の
た
め
一
言
し
て
お
く
と
、
小
稿
を
以
て

筆
者
が
、
特
定
の
宗
教
・
宗
派
や
寺
社
に
対
す
る
信
仰
を
、
勧
誘
し
た
り
推

奨
し
た
り
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
成
田
山
は
人
も
知

る
如
く
、
正
月
三
が
日
の
人
出
に
お
い
て
連
年
全
国
の
ト
ッ
プ
３
中
に
占
位

し
、
参
詣
者
数
は
三
百
万
人
を
上
回
る
。
こ
れ
だ
け
の
数
の
人
々
が
何
ら
か

の
思
い
を
託
し
に
訪
れ
る
と
い
う
事
実
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
「
ニ
ッ

ポ
ン
の
文
化
」
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

一
寺
院
の
由
緒
来
歴
に
止
ま
ら
な
い
、
文
化
的
事
象
で
あ
る
、
そ
う
受
け
止

め
て
い
た
だ
き
た
い
。

二
　
縁
起
の
概
要

　

本
資
料
は
成
田
山
新
勝
寺
の
縁
起
と
し
て
根
本
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、

成
田
山
新
勝
寺
「
元
禄
の
大
縁
起
」
を
よ
む

湯
　
浅
　
吉
　
美



埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第17号

（
二
）

─ 409 ─

開
創
に
ま
つ
わ
る
話
が
、
伝
存
す
る
三
種
の
古
縁
起
の
中
で
最
も
詳
細
に
記

述
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
概
要
を
記
し
て
お
こ
う
。

　

平
安
時
代
半
ば
、
承
平
五
年
（
九
三
五
）
に
平
将
門
が
反
乱
を
起
こ
し
た
。

伯
父
国
香
ら
の
殺
害
に
始
ま
る
将
門
の
行
動
は
次
第
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、

坂
東
諸
国
の
国
府
を
襲
撃
し
て
こ
れ
を
制
圧
、
つ
い
に
は
新
皇
と
僭
称
し
て

独
立
を
標
榜
す
る
に
至
っ
た
。
時
の
朝
廷
は
追
捕
使
を
発
遣
し
て
武
力
鎮
圧

を
試
み
る
も
、
容
易
に
将
門
を
降
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
朱

雀
帝
の
密
勅
を
蒙
っ
た
の
が
寛
朝
で
あ
る
。
寛
朝
は
洛
西
高
雄
・
神
護
寺
護

摩
堂
の
本
尊
不
動
明
王
を
奉
持
し
て
下
向
し
、
国
家
安
穏
の
護
摩
を
勤
修
。

程
な
く
将
門
は
藤
原
秀
郷
・
平
貞
盛
に
斬
ら
れ
、
さ
し
も
の
乱
も
終
息
し
た
。

さ
て
、
帰
洛
し
よ
う
と
す
る
と
、
如
何
に
し
て
も
明
王
を
動
か
す
こ
と
が
で

き
な
い
ば
か
り
か
、
こ
の
地
に
留
ま
り
衆
生
を
利り

益や
く

せ
ん
と
の
霊れ
い

告ご
う

を
下
さ

れ
た
。
そ
こ
で
寛
朝
は
独
り
都
に
戻
り
、
こ
の
旨
を
帝
に
奏
上
し
た
と
こ
ろ
、

帝
は
た
い
へ
ん
に
喜
び
、伽
藍
を
建
立
し
て
寺
号
を
「
神
護
新
勝
寺
」
と
賜
っ

た
と
い
う
。

　

ま
た
、
後
に
浄
土
宗
の
高
僧
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
道
誉
が
、
若

い
こ
ろ
不
動
明
王
の
霊
験
を
受
け
た
話
も
載
っ
て
い
る
。
天
性
愚
鈍
で
あ
っ

た
道
誉
が
当
山
に
祈
願
し
た
と
こ
ろ
、
利
鈍
二
振
り
の
剣
を
提
げ
た
明
王
が

現
れ
、
彼
の
咽
喉
を
切
り
裂
い
た
。
た
め
に
悪あ
く

血ち

こ
と
ご
と
く
流
れ
出
で
、

一
変
に
わ
か
に
頭
脳
明
晰
と
な
っ
た
と
い
う
霊
験
譚
で
あ
る
。

　

本
文
に
先
立
っ
て
、
撰
者
覚
眼
の
略
歴
も
記
し
て
お
く
。
寛
永
二
十
年

（
一
六
四
三
）
に
薩
摩
国
に
生
ま
れ
、
郷
里
で
出
家
し
た
の
ち
、
元
禄
八
年

（
一
六
九
五
）
に
醍
醐
寺
の
有
雅
か
ら
真
言
宗
報
恩
院
流
を
受
法
し
た
。
江

戸
に
出
て
芝
愛
宕
下
の
円
福
寺
に
住
し
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
第

十
一
世
智
山
能
化
（
智
山
派
の
ト
ッ
プ
）
と
な
る
。
同
六
年
に
は
大
僧
正
に

昇
っ
た
が
、
こ
れ
は
智
山
派
に
お
け
る
大
僧
正
の
初
例
で
あ
る
。
の
ち
再
び

江
戸
に
下
り
、
護
持
院
で
新
義
派
僧
録
職
（
宗
派
の
総
務
）
を
務
め
た
。
字あ
ざ
な

は
空
覚
、
ま
た
抱
拙
と
号
す
る
。
経
歴
的
に
も
最
高
の
地
位
に
昇
っ
た
の
み

な
ら
ず
、
著
述
の
多
い
、
当
時
屈
指
の
学
僧
で
も
あ
っ
た
。
大
縁
起
の
原
本

は
覚
眼
直
筆
と
見
ら
れ
る
。

三
　
訓
読
文

　

ま
ず
は
訓
読
文
を
掲
げ
る
。
原
文
は
漢
文
で
あ
り
、
返
り
点
も
振
り
仮
名

も
施
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
し
て
、
す
べ
て
「
筆
者
の
訓
み
」
に
過
ぎ
な
い
。

い
さ
さ
か
事
々
し
い
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
総
ル
ビ
と
し
た
。
ま
た
、
適
宜

に
段
落
を
分
け
た
。〈 

〉
で
括
っ
た
字
句
は
、
原
本
に
あ
る
割
注
で
あ
る
。

下し
も
う
さ
の
く
に

総
国
成な
り

田た

山さ
ん

神じ
ん

護ご

新し
ん

勝し
ょ
う

寺じ

本ほ
ん

尊ぞ
ん

来ら
い

由ゆ
の

記き

総ふ
さ

の
下か

州し
ゅ
う

埴は

生ぶ
の

荘し
よ
う

、
成な
り

田た

山さ
ん

神じ
ん

護ご

新し
ん

勝し
ょ
う

寺じ

は
、
聖し
ょ
う

無む

動ど
う

尊そ
ん

垂す
い

応お
う

の
霊れ
い

場じ
ょ
う

、
真し
ん

言ご
ん

密み
っ

教き
ょ
う

相そ
う

応お
う

の
梵ぼ
ん

刹さ
つ

な
り
。

夫そ
れ

、
当と
う

寺じ

の
本ほ
ん

尊ぞ
ん

不ふ

動ど
う

明み
ょ
う

王お
う

并な
ら
び

に
矜こ
ん

羯が

羅ら

・
逝せ
い

吒た

迦か

二に

童ど
う

子じ

は
、
弘こ
う

法ぼ
う

大だ
い

師し

の
手て

づ
か
ら
親し
た

し
く
雕ち
ょ
う

刻こ
く

し
た
も
う
所と
こ
ろ

、
中ち
ゅ
う

尊ぞ
ん

は
長た
け

六ろ
く

尺し
ゃ
く

の
坐ざ

像ぞ
う

、
二に

夾き
ょ
う

侍じ

は
共と
も

に
三さ
ん

尺じ
ゃ
く

、
其そ

の
左さ

面め
ん

は
立り
ゅ
う

像ぞ
う

、
其そ

の
右う

面め
ん

は
坐ざ

像ぞ
う

、
而し
か

し
て
嵯さ

峨が
の

帝み
か
ど

よ

り
葉よ
う

々よ
う

玉ぎ
ょ
く

體た
い

擁よ
う

護ご

の
霊れ
い

像ぞ
う

な
り
。
在あ

り
し
昔む
か
し

は
洛ら
く

西せ
い

高た
か

雄お

山さ
ん

神じ
ん

護ご

国こ
く

祚そ

真し
ん

言ご
ん

寺じ

護ご

摩ま

堂ど
う

の
本ほ
ん

尊ぞ
ん

な
り
。

緬は
る

か
に
此こ

の
尊そ
ん

軀く

を
我わ

が
山や
ま

に
安あ
ん

置ち

せ
し
来ら
い

由ゆ

を
繹た
ず

ぬ
れ
ば
、
人に
ん

皇の
う

六ろ
く

十じ
ゅ
う

一い
ち

代だ
い

朱す

雀ざ
く

院い
ん

の
御ぎ
ょ

宇う

に
丁あ
た

り
、
桓か
ん

武む

天て
ん

皇の
う

五ご

代だ
い

の
後こ
う

胤い
ん

、
陸む

奥つ
の

鎮ち
ん

守じ
ゅ

府ふ

前さ
き
の

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

平た
い
ら
の

朝あ

臣そ
ん

良よ
し

将ま
さ

の
次じ

男な
ん

、
相そ
う

馬ま
の

小こ

次じ

郎ろ
う

将ま
さ

門か
ど

、
関か
ん

左さ

に
し
て
権け
ん

威い

を
恣
ほ
し
い
ま
ま

に
し
、

叛は
ん

逆ぎ
ゃ
く

を
発お
こ

し
て
伯お

父じ

常ひ
た

陸ち
の

大だ
い

掾じ
ょ
う

国く
に

香か

を
攻せ

め
殺こ
ろ

し
、
常じ
ょ
う

州し
ゅ
う

を
侵お
か

し
奪う
ば

う
。
下し
も

総う
さ
の

国く
に

相そ
う

馬ま
の

郡こ
お
り

岩い
わ

井い
の

郷さ
と

に
新し
ん

都と

を
建た

て
、
桓か
ん

武む

の
後こ
う

孫そ
ん

た
る
に
因よ

り
自み
づ
か

ら
僭お
ご

り



成田山新勝寺「元禄の大縁起」をよむ

（
三
）

─ 408 ─

て
平へ
い

親し
ん

王の
う

と
号ご
う

す
。
剰あ
ま
つ
さ

え
帝て
い

都と

を
傾か
た
ぶ

け
王お
う

位い

を
奪う
ば

わ
ん
と
す
。
越こ
こ
に

お
い
て
源
み
な
も
と
の

経つ
ね

基も
と

武ぶ

府ふ

に
在あ

り
。
時と
き

に
闕け
つ

に
詣ま
い

り
て
厥そ

の
事こ
と

を
奏そ
う

し
天て
ん

聴ち
ょ
う

に
達た
っ

す
。
主し
ゅ

上じ
ゅ
う

大お
お

い
に
逆げ
き

鱗り
ん

有あ

り
、
諸し
ょ

山ざ
ん

の
高こ
う

僧そ
う

に
命め
い

じ
て
降ご
う

敵て
き

の
秘ひ

術じ
ゅ
つ

を
修し
ゅ

す
。
就な
か
ん

中づ
く

、

雲う
ん

居ご

寺じ

の
浄じ
ょ
う

蔵ぞ
う

貴き

所し
ょ

、
横よ

川か
わ

に
大だ
い

威い

徳と
く

の
秘ひ

法ほ
う

を
行ぎ
ょ
う

ず
〈
此こ

の
事こ
と

は
略ほ
ぼ

『
元げ
ん

亨こ
う

釈し
ゃ
く

書し
ょ

』
に
見み

ゆ
〉。
遍へ
ん

照じ
ょ
う

寺じ

の
寛か
ん

朝じ
ょ
う

僧そ
う

正じ
ょ
う

〈
敦あ
つ

実み

王お
う

の
第だ
い

二に

子し

、
寛か
ん

平ぴ
ょ
う

法ほ
う

皇お
う

の
孫ま
ご

な
り
。
寛か
ん

空く
う

よ
り
密み
っ

旨し

を
稟う

く
。
是こ
れ

、
広ひ
ろ

沢さ
わ

の
祖そ

に
し
て
大だ
い

僧そ
う

正じ
ょ
う

と

な
る
〉、
特と
く

に
将ま
さ

門か
ど

降ご
う

伏ぶ
く

の
勅ち
ょ
く

旨し

を
蒙こ
う
む

り
、
今い
ま

茲こ
こ

に
尊そ
ん

を
奉ほ
う

持じ

し
、
舶ふ
ね

を
難な
に

波わ

の
津つ

に
汎う
か

べ
、
南な
ん

海か
い

の
洪こ
う

波は

を
凌し
の

ぎ
、
布ふ

帆は
ん

恙つ
つ
が

無な

く
し
て
東ひ
が
し

し
、
下し
も

総う
さ

の

海か
い

岸が
ん

に
着つ

け
り
。
爰こ
こ

に
将ま
さ

門か
ど

の
舘た
ち

を
距へ
だ

つ
る
こ
と
何い
く
ば
く

も
無な

き
成な
り

田た
の

里さ
と

に
一い
ち

宇う

を
結む
す

び
、
尊そ
ん

像ぞ
う

を
安や
す

ん
じ
調ち
ょ
う

伏ぶ
く

護ご

摩ま

を
修し
ゅ

す
る
こ
と
、
宛あ
た
か

も
頭ず

燃ね
ん

を
救す
く

う
が

若ご
と

し
。
ま
た
平へ
い

賊ぞ
く

追つ
い

伐ば
つ

の
令り
ょ
う

旨じ

を
下く
だ

し
、
参さ
ん

議ぎ

右う

衛え

門も
ん
の

督か
み

藤ふ
じ

原わ
ら
の

忠た
だ

文ふ
み

・
忠た
だ

舒の
ぶ

・
源
み
な
も
と
の

経つ
ね

基も
と

等ら

、
東と
う

関か
ん

に
発は
っ

向こ
う

す
。
下し
も

野つ
け
の

国く
に

藤ふ
じ

原わ
ら
の

秀ひ
で

郷さ
と

〈
世よ

に
俵た
わ
ら

藤と
う

太た

と
云い

う
〉・
平た
い
ら
の

貞さ
だ

盛も
り

〈
平た
い
ら
の

国く
に

香か

の
子こ

〉
と
将ま
さ

門か
ど

と
茲こ
こ

に
一い
っ

戦せ
ん

す
。
貞さ
だ

盛も
り

「
吾わ

が
父ち
ち

の
仇あ
だ

な
り
」
と
謂い

え
ば
、
秀ひ
で

郷さ
と

心こ
こ
ろ

を
合あ

わ
せ
て
同お
な

じ
く
将ま
さ

門か
ど

を
攻せ

む
。
是こ
れ

よ

り
将ま
さ

門か
ど

敗は
い

北ぼ
く

し
て
、
此こ
こ

に
伶れ
い

俜へ
い

し
、
彼か
し
こ

に
踟ち

躊ち
ゅ
う

す
。
時と
き

に
将ま
さ

門か
ど

、
貞さ
だ

盛も
り

が
放は
な

つ
所と
こ
ろ

の
矢や

に
中あ
た

り
、
馬う
ま

よ
り
落お

つ
。
秀ひ
で

郷さ
と

騁は

せ
来き
た

り
て
将ま
さ

門か
ど

が
首こ
う
べ

を
刎は

ね
、

遂つ
い

に
朝ち
ょ
う

敵て
き

を
し
て
已す
で

に
亡ほ
ろ

び
し
む
。
故ゆ
え

に
忠た
だ

文ふ
み

・
経つ
ね

基も
と

等ら

、
駿す
ん

州し
ゅ
う

よ
り
帰き

洛ら
く

す
。
是か
く

の
如ご
と

き
敗は
い

亡も
う

の
事こ
と

を
憶お
も

う
に
、
是こ
れ

則す
な
わ

ち
寛か
ん

朝じ
ょ
う

僧そ
う

正じ
ょ
う

修し
ゅ
う

功こ
う

の
致い
た

す
所と
こ
ろ

、

不ふ

動ど
う

明み
ょ
う

王お
う

威い

神じ
ん

の
為な

す
所と
こ
ろ

な
り
。
宜む
べ

な
る
乎か
な

、
降ご
う

伏ぶ
く

四し

魔ま

の
本ほ
ん

誓ぜ
い

、
瑜ゆ

伽が

三さ
ん

密み
つ

の
神じ
ん

力り
き

、
豈あ
に

唐む

捐な
し

か
ら
ん
乎や

。
爾そ
の

后の
ち

、
寛か
ん

朝じ
ょ
う

不ふ

動ど
う

尊そ
ん

を
捧ほ
う

持じ

し
て
帰き

雒ら
く

せ

ん
と
し
、
其そ

の
像ぞ
う

を
抬も
た

ぐ
る
に
、
兀ご
つ

々ご
つ

と
し
て
動う
ご

か
ず
磐ば
ん

石じ
ゃ
く

よ
り
も
重お
も

し
。

朝じ
ょ
う

公こ
う

未み

曽ぞ

有う

の
想お
も

い
を
成な

し
、
則す
な
わ

ち
合が
っ

掌し
ょ
う

閉へ
い

目も
く

し
て
至し

心し
ん

に
黙も
く

禱と
う

す
。
明み
ょ
う

王お
う

髣ほ
う

髴ふ
つ

と
し
て
告つ

げ
言の
た
ま

わ
く
、「
夫そ
れ

、
衆し
ゅ

生じ
ょ
う

は
無む

辺へ
ん

に
し
て
我わ

が
願ね
が

い
も
亦ま
た

無む

尽じ
ん

な
り
。
儻た
ま
た
ま

深じ
ん

信し
ん

機き

熟じ
ゅ
く

の
者も
の

有あ

ら
ば
、
処と
こ
ろ

と
し
て
応お
う

ぜ
ざ
る
こ
と
無な

し
、
我わ
れ

再ふ
た
た

び
皇お
う

城じ
ょ
う

に
還か
え

る
こ
と
を
願ね
が

わ
ず
。
翻ひ
る
が
え

り
て
思お
も

わ
く
、
永な
が

く
此こ

の
地ち

に
住じ
ゅ
う

し
て

東と
う

国ご
く

の
逆げ
き

徒と

を
鎮し
ず

め
押お

さ
え
、
渇か
つ

仰ご
う

の
輩と
も
が
ら

を
利り

益や
く

せ
ん
」
と
。
繇こ
こ

に
繄こ
れ

、
僧そ
う

正じ
ょ
う

、
至し

言げ
ん

肝き
も

に
銘め
い

じ
感か
ん

涙る
い

袂た
も
と

を
盈み

た
し
て
謂い
わ

く
、「
是こ
れ

、
大だ
い

明み
ょ
う

王お
う

、
其そ

の
居お

る

所と
こ
ろ

も
無な

き
に
、
但た
だ

に
衆し
ゅ

生じ
ょ
う

の
心し
ん

想そ
う

の
中う
ち

に
住じ
ゅ
う

す
の
金き
ん

言げ
ん

、
誰た
れ

か
信し
ん

を
起お

こ
さ

ざ
ら
ん
。
奚な
ん

ぞ
其そ
れ

に
疑う
た
が

い
を
容い

れ
ん
」
と
。
既す
で

に
し
て
故も
と

の
如ご
と

く
尊そ
ん

を
堂ど
う

上じ
ょ
う

に
安や
す

ん
じ
、
別わ
か

れ
を
告つ

げ
て
去さ

る
。
朝じ
ょ
う

公こ
う

帝て
い

都と

に
帰か
え

る
に
曁お
よ

び
、
具つ
ぶ
さ

に
斯こ

の

事こ
と

を
聞き

き
た
ま
い
て
主し
ゅ

上じ
ょ
う

叡え
い

感か
ん

余あ
ま

り
有あ

り
、
勅
み
こ
と
の
りし

て
数す
う

宇う

の
伽が

藍ら
ん

を
締む
す

び
構か
ま

え
、
若そ
こ

干ば
く

の
荘し
ょ
う

園え
ん

を
喜き

捨し
ゃ

し
た
も
う
。
故こ

山ざ
ん

の
号ご
う

に
准な
ぞ
ら

え
て
神じ
ん

護ご

新し
ん

勝し
ょ
う

寺じ

と

名な

づ
け
、
且か
つ

は
山や
ま

を
成な
り

田た

と
称し
ょ
う

し
院い
ん

を
明み
ょ
う

王お
う

と
号ご
う

し
、
即す
な
わ

ち
東と
う

国ご
く

鎮ち
ん

護ご

の
霊れ
い

区く

と
為な

し
た
も
う
。

抑そ
も
そ
も

、
当と
う

尊そ
ん

は
、
神じ
ん

用ゆ
う

無む

方ほ
う

に
し
て
霊れ
い

験げ
ん

最も
っ
と

も
夥お
び
た
だ

し
。
或あ
る
い

は
女に
ょ

人に
ん

産さ
ん

生し
ょ
う

の
苦く

を

抜ぬ

き
、
或あ
る
い

は
海か
い

士し

漂ひ
ょ
う

堕だ

の
難な
ん

を
救す
く

い
た
も
う
。
若も

し
此こ

の
尊そ
ん

持た
も

て
る
所と
こ
ろ

の
宝ほ
う

釼け
ん

を
頂ち
ょ
う

戴だ
い

せ
ば
、
狂き
ょ
う

乱ら
ん

失し
っ

心し
ん

の
者も
の

も
立
た
ち
ど
こ
ろに
治な
お

り
、
風ふ
う

湿し
つ

病び
ょ
う

患か
ん

の
類た
ぐ
い

も
速す
み

や
か

に
癒い

ゆ
。
此か
く

の
如ご
と

き
の
神じ
ん

効こ
う

、
枚ま
い

挙き
ょ

に
遑い
と
ま

あ
ら
ず
。
但た
だ

し
信し
ん

心じ
ん

の
浅せ
ん

薄ぱ
く

な
る

者も
の

を
除の
ぞ

く
耳の
み

。

伝つ
た

え
て
言い

う
。
這こ

の
国く
に

、
生お
ゆ

実み

の
大だ
い

巌が
ん

寺じ

の
開か
い

山さ
ん

道ど
う

誉よ

上し
ょ
う

人に
ん

は
、
浄じ
ょ
う

家か

の
英え
い

傑け
つ

な
れ
ど
も
、
天て
ん

資し

駑ど

鈍ど
ん

な
り
。
学が
く

業ぎ
ょ
う

の
狼ろ
う

狽ば
い

せ
ん
こ
と
を
歎た
ん

じ
、
曽か
つ

て
此こ

の
尊そ
ん

に
帰き

投と
う

し
宿や
ど

り
留と
ど

ま
り
、
持じ

念ね
ん

す
る
こ
と
凡お
よ

そ
一い
っ

百ぴ
ゃ
く

日に
ち

夜や

を
経へ

た
り
。

期き

限げ
ん

満ま
ん

ず
る
夜よ

に
方あ
た

り
、
境き
ょ
う

界が
い

中じ
ゅ
う

に
此こ

の
尊そ
ん

持た
も

て
る
所と
こ
ろ

の
利り

剣け
ん

を
呑の

む
と
夢ゆ
め
み

て
覚さ

め
た
り
。
覚さ

め
て
後の
ち

、
正ま
さ

に
血ち

の
流な
が

る
る
を
見み

る
。
其そ

の
色い
ろ

黯あ
ん

然ぜ
ん

と
し

て
其そ

の
床ゆ
か

を
塗と

漫ま
ん

せ
り
。
感か
ん

喜き

戦せ
ん

慄り
つ

し
作さ

礼ら
い

し
て
去さ

る
。
然し
か

る
後の
ち

、
慧え

解げ

人ひ
と

に
邁す
ぐ

れ
、
終つ
い

に
石せ
き

師し

名め
い

徳と
く

と
成な

る
。
尓そ
れ

よ
り
降こ
の
か
た

、
浄じ
ょ
う

土ど

一い
っ

派ぱ

の
僧そ
う

に
別わ
か

れ
、

諸し
ょ

山ざ
ん

負ふ

笈き
ゅ
う

の
客き
ゃ
く

に
通か
よ

う
。
或あ
る
い

は
日ひ

を
累か
さ

ね
て
往お
う

詣け
い

し
、
又ま
た

は
穀こ
く

を
断た
ち

ち
て
祈き

願が
ん

す
る
者も
の

、
若も

し
は
二に

三さ
ん

、
武ぶ

を
接せ
っ

し
、
或あ
る
い

は
五ご

七し
ち

、
踵き
び
す

を
継つ

ぎ
て
、
い
ま

だ
曽か
つ

て
絶た

え
ず
。

恭つ
つ
し

み
て
惟お
も
ん
み

る
に
、
大だ
い

聖し
ょ
う

明み
ょ
う

王お
う

は
、
其そ

の
本も
と

を
推た
ず

ぬ
れ
ば
則す
な
わ

ち
遮し
ゃ

那な

の
華け

台だ
い

に
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久く

成じ
ょ
う

せ
る
尊そ
ん

位い

に
し
て
、
其そ

の
跡あ
と

を
訪と
ぶ
ら

え
ば
則す
な
わ

ち
使し

者し
ゃ

の
垂す
い

髪ほ
つ

を
退た
い

示じ

せ
る

眇び
ょ
う

相そ
う

な
り
。
衆し
ゅ

生じ
ょ
う

を
哀あ
い

愍み
ん

し
て
捨し
ゃ

離り

す
る
時と
き

無な

し
。
本ほ
ん

誓ぜ
い

は
余よ

尊そ
ん

に
勝す
ぐ

れ
、

神じ
ん

変ぺ
ん

は
思し

議ぎ

を
超こ

ゆ
。
所い
わ

謂ゆ
る

阿あ

遮し
ゃ

一い
ち

睨げ
い

の
力ち
か
ら

に
、
業ご
う

寿じ
ゅ

の
風か
ぜ

忽た
ち
ま

ち
に
定さ
だ

ま
り
、

無む

明み
ょ
う

の
波な
み

即す
な
わ

ち
涸か

る
。
所ゆ

以え

に
儀ぎ

軌き

に
は
「
一ひ
と

た
び
秘ひ

密み
つ

咒じ
ゅ

を
持た
も

た
ば
生し
ょ
う

々じ
ょ
う

に
も
奉ほ
う

持じ

せ
る
修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

者し
ゃ

を
加か

護ご

し
た
も
う
」
と
説と

け
り
。
猶な
お

し
薄ば

伽が

梵ぼ
ん

の

「
我わ

が
身み

を
見み

る
者も
の

は
菩ぼ

提だ
い

心し
ん

を
発お
こ

し
、
我わ

が
名な

を
聞き

く
者も
の

は
悪あ
く

を
断た

ち
善ぜ
ん

を
修し
ゅ

す
」
の
如ご
と

し
。
且か
つ

は
『
大だ
い

日に
ち

経き
ょ
う

疏の
し
ょ

』
に
云い
わ

く
、「
時と
き

に
仏ぶ
つ

、
又ま

復た

、
一い
っ

切さ
い

の
障し
ょ
う

者じ
ゃ

を
息や

め
ん
が
為た
め

の
故ゆ
え

に
、
火か

生し
ょ
う

名み
ょ
う

三ざ
ん

昧ま
い

を
証し
ょ
う

し
て
此こ

の
大だ
い

摧さ
い

障し
ょ
う

の
真し
ん

言ご
ん

を
説と

く
。
此こ

の
真し
ん

言ご
ん

に
大だ
い

威い

勢せ
い

有あ

り
、
能よ

く
一い
っ

切さ
い

の
修し
ゅ

真し
ん

言ご
ん

者し
ゃ

の
種し
ゅ

々じ
ゅ

の

障し
ょ
う

難な
ん

を
除の
ぞ

く
。
乃な
い

至し

、
仏ぶ
つ

、
道ど
う

樹じ
ゅ

に
在あ

る
と
き
、
此こ

の
真し
ん

言ご
ん

を
以も
っ

て
の
故ゆ
え

に
、

一い
っ

切さ
い

の
魔ま

軍ぐ
ん

、
散さ
ん

壊え

せ
ざ
る
こ
と
無な

し
。
何い
か

に
况い
わ
ん

や
世せ

間け
ん

の
諸し
ょ

障し
ょ
う

を
や
」
と
。

又ま
た

云い
わ

く
、「
仏ぶ
つ

初は
じ

め
て
正し
ょ
う

覚が
く

を
成じ
ょ
う

じ
た
ま
い
し
と
き
、
大だ
い

集し
ゅ
う

会え

せ
る
一い
っ

切さ
い

漫ま
ん

荼だ

羅ら

所し
ょ

摂し
ょ
う

の
三さ
ん

界が
い

の
衆し
ゅ

に
魔ま

醯け
い

首し
ゅ

羅ら

と
い
う
者も
の

有あ

り
。
即す
な
わ

ち
是こ
れ

、
三さ
ん

千ぜ
ん

世せ

界か
い

の

主し
ゅ

に
し
て
三さ
ん

千ぜ
ん

界か
い

の
中ち
ゅ
う

に
住じ
ゅ
う

す
。
心し
ん

慢ま
ん

ず
る
が
故ゆ
え

に
、
肯あ
え

て
召め

さ
る
る
命め
い

に

従し
た
が

わ
ず
し
て
是こ

の
念ね
ん

を
作な

す
。『
我わ
れ

は
是こ
れ

、
三さ
ん

界が
い

の
主し
ゅ

な
り
。
更さ
ら

に
誰た
れ

か
尊と
う
と

き
有あ

り
て
我わ
れ

を
召め

さ
ん
耶や

』
と
。
尓そ
の

時と
き

、
不ふ

動ど
う

明み
ょ
う

王お
う

、
白も
う

し
て
言も
う

さ
く
、『
世せ

尊そ
ん

よ
、
此こ

の
有う

情じ
ょ
う

、
何な
に

の
故ゆ
え

に
ぞ
三さ
ん

世ぜ

諸し
ょ

仏ぶ
つ

の
三さ
ん

昧ま

耶や

の
法ほ
う

を
犯お
か

す
や
。
当ま
さ

に
何な
に

事ご
と

を
以も
っ

て
か
之こ
れ

を
治ち

す
べ
き
』
と
。
仏ぶ
つ

の
言の
た
ま

わ
く
、『
即す
な
わ

ち
当ま
さ

に
彼か

の
命め
い

を
断た

つ
べ
き
な
り
』
と
。
時と
き

に
不ふ

動ど
う

明み
ょ
う

王お
う

、
即す
な
わ

ち
こ
れ
を
持じ

し
、
左ひ
だ
り

の
足あ
し

を

以も
っ

て
其そ

の
頂い
た
だ
き

の
半は
ん

月げ
つ

の
中ち
ゅ
う

を
踏ふ

み
、
右み
ぎ

の
足あ
し

に
て
其そ

の
妃き
さ
き

の
首こ
う
べ

の
半は
ん

月げ
つ

の
上じ
ょ
う

を
踏ふ

む
。
尓そ
の

時と
き

に
大だ
い

自じ

在ざ
い

天て
ん

、
尋た
ち

便ま
ち

に
命み
ょ
う

終じ
ゅ
う

す
。
即す
な
わ

ち
尓そ
の

時と
き

、
悶も
ん

絶ぜ
つ

の
中う
ち

に

し
て
、
無む

量り
ょ
う

の
法ほ
う

を
証し
ょ
う

し
、
而し
か

し
て
受じ
ゅ

記き

を
得え

、
灰か
い

欲よ
く

世せ

界か
い

に
成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

し
て
月が
っ

勝し
ょ
う

如に
ょ

来ら
い

と
号ご
う

す
」
と
云う
ん

々ぬ
ん

。

斯か
く

の
若ご
と

き
の
明め
い

文ぶ
ん

、
経き
ょ
う

軌き

の
中う
ち

に
散さ
ん

在ざ
い

す
る
を
、
今い
ま

、
収し
ゅ
う

拾し
ゅ
う

し
て
以も
っ

て
出い

だ

せ
り
。
善よ

き
哉か
な

、
係け

念ね
ん

の
人ひ
と

は
願ね
が
い

に
随し
た
が

い
て
福ふ
く

を
獲え

、
持じ

呪じ
ゅ

の
輩と
も
が
ら

は
求も
と
め

に
応お
う

じ
て
災わ
ざ
わ
い

を
攘は
ら

う
。
尊と
う
と

ぶ
べ
し
敬う
や
ま

う
べ
し
。
諸こ
れ

然し
か

れ
ば
則す
な
わ

ち
、
明み
ょ
う

王お
う

の
本ほ
ん

誓ぜ
い

、

時と
き

と
し
て
暫し
ば
ら

く
も
息や

む
こ
と
無な

く
、
真し
ん

言ご
ん

の
威い

力り
き

、
処と
こ
ろ

と
し
て
現げ
ん

ぜ
ざ
る
も

無な

し
。
葉よ
う

々よ
う

盟ち
か
い

を
主ま
も

り
、
永な
が

く
宝ほ
う

祚そ

の
天て
ん

長ち
ょ
う

・
台た
い

寿じ
ゅ

の
地ち

久き
ゅ
う

を
祝こ
と
ほ

ぎ
、
四し

民み
ん

の
阜ふ

楽ら
く

・
万ば
ん

国こ
く

の
泰た
い

寧ね
い

を
鎮ま
も

り
禱い
の

る
者も
の

な
り
。

往お
う

時じ

を
相そ
う

伝で
ん

し
周し
ゅ
う

備び

せ
る
縁え
ん

起ぎ

有あ

り
と
雖い
え
ど

も
、
欝う
つ

攸ゆ
う

の
災さ
い

厄や
く

に
嬰か
か

り
其そ

の
全ま
っ
た

き
こ
と
を
得え

ず
。
今こ

の
番た
び

、
現げ
ん

住じ
ゅ
う

持じ

照し
ょ
う

範は
ん

闍じ
ゃ

梨り

の
索も
と
め

に
応お
う

じ
、
旧き
ゅ
う

記き

の
遺い

簡か
ん

を
摭ひ
ろ

い
、
古こ

老ろ
う

の
口こ
う

碑ひ

を
述の

べ
、
勉つ
と

め
て
其そ

の
始し

末ま
つ

梗こ
う

概が
い

を
誌し
る

せ
る
を
以も
っ

て

責せ
め

を
塞ふ
さ

ぐ
と
云い

う
。

　

元げ
ん

禄ろ
く

十じ
ゅ
う

三さ
ん

、
歳と
し

は
庚か
の
え

辰た
つ

に
在あ

り
、
仲ち
ゅ
う

夏か

念に
じ
ゅ
う

八は
ち

日に
ち

　
　
　
　
　
　

武ぶ

城じ
ょ
う

愛あ
い

阜ふ

円え
ん

福ぷ
く

苾び
っ

蒭し
ゅ

覚か
く

眼げ
ん

書し
ょ

す
。

追つ
い

加か

條じ
ょ
う

目も
く

一ひ
と
つ

、
当と
う

寺じ

は
従じ
ゅ
う

来ら
い

、
江え

戸ど

弥み

勒ろ
く

寺じ

の
末ま
つ

寺じ

た
り
と
雖い
え
ど

も
、
大だ
い

檀だ
ん

主し
ゅ

稲い
な

葉ば

丹た
ん

後ご
の

太た
い

守し
ゅ

侍じ

従じ
ゅ
う

正ま
さ

通み
ち

の
願ね
が
い

に
依よ

り
、
去さ
ん
ぬ

る
歳と
し

丙ひ
の
え

戌い
ぬ

、
弥み

勒ろ
く

寺じ

の
末ば
つ

流り
ゅ
う

を
離は
な

る
。

今い
ま

茲こ
こ

に
現げ
ん

住じ
ゅ
う

照し
ょ
う

範は
ん

上じ
ょ
う

京き
ょ
う

し
、
嵯さ

峨が

大だ
い

覚か
く

寺じ
の

宮み
や

の
直じ
き

末ま
つ

寺じ

に
加く
わ

え
ら
れ
、

即す
な
わ

ち
大だ
い

覚か
く

寺じ

道ど
う

場じ
ょ
う

に
於お
い

て
、
安や
す

井い

門も
ん

主し
ゅ

前さ
き
の

大だ
い

僧そ
う

正じ
ょ
う

道ど
う

恕じ
ょ

よ
り
伝で
ん

法ぽ
う

せ
ら

れ
訖お
わ
ん

ぬ
。
且か
つ

は
金こ
ん

剛ご
う

王お
う

院い
ん

家げ

を
兼け
ん

帯た
い

す
る
者も
の

な
り
。

一ひ
と
つ

、
丹た
ん

後ご
の

太た
い

守し
ゅ

、
僧そ
う

録ろ
く

前さ
き
の

大だ
い

僧そ
う

正じ
ょ
う

隆り
ゅ
う

光こ
う

に
謁え
っ

し
、
常じ
ょ
う

法ほ
う

談だ
ん

林り
ん

の
願ね
が
い

を
通つ
う

ず
。

両り
ょ
う

本ほ
ん

山ざ
ん

の
僧そ
う

正じ
ょ
う

よ
り
、
今こ
ん

年ね
ん

仲ち
ゅ
う

夏か

、
免め
ん

状じ
ょ
う

を
蒙こ
う
む

り
畢お
わ
ん

ぬ
。

一ひ
と
つ

、
丹た
ん

州し
ゅ
う

、
荘し
ょ
う

田で
ん

五ご

十じ
っ

石こ
く

を
寄き

附ふ

す
。

一ひ
と
つ

、
方ほ
う

丈じ
ょ
う

の
額が
く

は
智ち

積し
ゃ
く

前せ
ん

住じ
ゅ
う

僧そ
う

正じ
ょ
う

専せ
ん

戒か
い

の
筆ふ
で

、
不ふ

動ど
う

堂ど
う

并な
ら
び

に
金こ
ん

剛ご
う

門も
ん

の
牓か
け
ふ
だ

は

安あ
ん

門も
ん

主し
ゅ

前さ
き
の

大だ
い

僧そ
う

正じ
ょ
う

書か

き
誌し
る

さ
る
。
尓そ
の

外ほ
か

、
鐘し
ょ
う

楼ろ
う

・
経き
ょ
う

蔵ぞ
う

等と
う

は
住じ
ゅ
う

持じ

照し
ょ
う

範は
ん

造ぞ
う

立り
ゅ
う

す
。
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右み
ぎ

、
現げ
ん

住じ
ゅ
う

照し
ょ
う

範は
ん

の
需も
と
め

に
応お
う

じ
追つ
い

加か

す
。

　

宝ほ
う

永え
い

四よ
ん

丁ひ
の
と
の

亥い

冬ふ
ゆ

臘ろ
う

月げ
つ

吉き
っ

旦た
ん

　
　
　
　
　

洛ら
く

陽よ
う

智ち

積し
ゃ
く

僧そ
う

正じ
ょ
う

覚か
く

眼げ
ん

誌し
る

す
。

四
　
現
代
語
訳

　

続
い
て
、
右
の
訓
読
文
を
下
敷
き
と
し
て
現
代
語
訳
を
示
す
。
で
き
る
だ

け
逐
語
的
な
訳
に
な
る
よ
う
心
が
け
た
け
れ
ど
も
、漢
文
（
訓
読
文
も
同
様
）

に
特
有
の
、
和
文
に
置
き
換
え
が
た
い
表
現
が
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
そ
う

な
っ
て
は
お
ら
ず
、
か
な
り
の
程
度
に
意
訳
し
た
部
分
も
あ
る
。
翻
訳
と
い

う
の
も
一
種
の
見
解
・
説
だ
か
ら
、
訓
読
と
見
比
べ
て
、
な
ぜ
そ
う
訳
し
た

（
訳
せ
る
）
の
か
に
思
い
を
巡
ら
す
の
も
一
興
で
あ
ろ
う
。
な
お
（ 

）
内
の

字
句
は
、
訳
者
の
加
え
た
補
足
（
蛇
足
）
的
文
言
で
あ
る
。

下
総
国
成
田
山
神
護
新
勝
寺
本
尊
来
由
記

　

下
総
国
埴は

生ぶ
の

荘し
ょ
う

の
成
田
山
神
護
新
勝
寺
は
、
不
動
明
王
が
ご
霊
験
を
示
さ

れ
る
霊
場
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
真
言
密
教
に
相
応
し
い
寺
院
で
あ
る
。

　

当
寺
の
御
本
尊
不
動
明
王
、
な
ら
び
に
矜こ
ん

羯が

羅ら

・
逝せ
い

吒た

迦か

の
二
童
子
は
、

弘
法
大
師
が
ご
自
身
の
手
に
よ
っ
て
彫
刻
さ
れ
た
尊
像
で
あ
っ
て
、
中
尊
の

明
王
は
像
高
六
尺
（
約
一
八
〇
㎝
）
の
座
像
、
二
体
の
脇
侍
は
と
も
に
像
高

三
尺
（
約
九
〇
㎝
）、
左
脇
侍
（
向
か
っ
て
右
）
の
矜
羯
羅
童
子
は
立
像
、

右
脇
侍
の
逝
吒
迦
童
子
は
座
像
、
嵯
峨
天
皇
の
御
世
か
ら
代
々
玉
体
を
擁
護

し
て
き
た
霊
像
で
あ
る
。
以
前
に
は
洛
西
・
高た
か

雄お

山さ
ん

に
あ
る
神じ
ん

護ご

国こ
く

祚そ

真し
ん

言ご
ん

寺じ

（
神
護
寺
の
旧
称
）
護
摩
堂
の
御
本
尊
で
あ
っ
た
。

　

遠
い
昔
に
遡
っ
て
、
こ
の
尊
像
が
当
山
に
奉
安
さ
れ
た
由
来
を
た
ず
ね
て

み
よ
う
。
第
六
十
一
代
朱
雀
天
皇
の
御
世
に
、
桓
武
天
皇
か
ら
五
代
目
の
後

胤
で
、
陸む

奥つ
の

鎮ち
ん

守じ
ゅ

府ふ

前さ
き
の

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

平た
い
ら
の

良よ
し

将ま
さ

の
次
男
の
相そ
う

馬ま
の

小こ

次じ

郎ろ
う

将ま
さ

門か
ど

が
、
東
国

で
好
き
勝
手
に
権
威
を
揮
い
、
反
逆
を
起
し
て
伯
父
の
常ひ
た

陸ち
の

大だ
い

掾じ
ょ
う

国く
に

香か

を
攻

め
殺
し
、
常
陸
国
を
侵
略
す
る
事
件
が
あ
っ
た
。
将
門
は
下
総
国
相そ
う

馬ま
の

郡こ
お
り

岩い
わ

井い
の

郷さ
と

（
茨
城
県
坂ば
ん

東ど
う

市
）
に
新
し
い
都
を
建
て
、
桓
武
天
皇
の
血
筋
で
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
自
ら
驕
り
高
ぶ
っ
て
「
平
親
王
」
と
号
し
た
。
そ
れ
ば
か
り

か
、
帝
都
を
傾
け
皇
位
を
奪
お
う
と
ま
で
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
源
み
な
も
と
の

経つ
ね

基も
と

は
武
蔵
守
と
し
て
そ
の
国
府
に
あ
っ
た
が
、
宮
城
に
参
内
し
て
そ
の
こ

と
を
奏
上
し
、
そ
れ
が
帝
の
耳
に
達
し
た
。
帝
は
い
た
く
激
怒
な
さ
り
、
諸

山
の
高
僧
に
朝
敵
降
伏
の
秘
術
を
修
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
。
中
で
も
、
雲う
ん

居ご

寺じ

の
浄
蔵
貴
所
（
嵯
峨
天
皇
の
曾
孫
に
あ
た
る
）
は
、
比
叡
山
横よ

川か
わ

に
お

い
て
大
威
徳
明
王
の
秘
法
を
行
じ
た
―
こ
の
こ
と
は
大お
お

凡よ
そ

『
元
亨
釈
書
』
に

見
え
る
―
。（
一
方
、）
遍
照
寺
の
寛
朝
僧
正
―
敦あ
つ

実み

王お
う

の
第
二
子
で
、
宇
多

法
皇
の
皇
孫
に
あ
た
る
。
寛
空
阿
闍
梨
か
ら
密
教
を
受
法
し
た
。
こ
の
方
こ

そ
広
沢
流
の
祖
で
あ
っ
て
、
の
ち
に
大
僧
正
と
な
っ
た
―
は
、
特
別
に
将
門

降
伏
の
勅
命
を
承
っ
た
。
僧
正
は
こ
の
尊
像
を
奉
持
し
て
、
難
波
の
港
か
ら

出
帆
、
南
海
の
荒
波
を
乗
り
越
え
て
無
事
に
東
航
し
、
下
総
の
海
岸
に
着
い

た
。
そ
し
て
将
門
の
居
館
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
成
田
の
里
に
草
堂
を

構
え
、
尊
像
を
奉
安
し
て
調
伏
護
摩
を
修
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
火

急
の
事
態
を
救
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
逆
賊
平
将
門
を
追
討
せ
よ
と
の

命
令
が
下
さ
れ
、
参さ
ん

議ぎ

右う

衛え

門も
ん
の

督か
み

藤ふ
じ

原わ
ら
の

忠た
だ

文ふ
み

・
忠た
だ

舒の
ぶ

・
源
経
基
ら
が
東
国
に

向
け
て
出
発
し
た
。（
そ
の
間
、）
下
野
国
の
藤ふ
じ

原わ
ら
の

秀ひ
で

郷さ
と

―
世
に
俵
藤
太
と
称

す
る
―
と
平
貞さ
だ

盛も
り

―
平
国
香
の
子
―
と
が
将
門
と
一
戦
を
交
え
た
。
貞
盛
が

「
我
が
父
の
仇
だ
」
と
言
っ
た
の
で
、
秀
郷
も
そ
れ
に
心
を
合
わ
せ
、
と
も

に
将
門
を
攻
め
た
。
そ
れ
か
ら
将
門
は
劣
勢
に
転
じ
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
う

ろ
つ
き
彷さ
ま

徨よ

っ
た
。
そ
し
て
将
門
は
貞
盛
の
放
っ
た
矢
に
中あ
た

り
、
馬
か
ら
落
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ち
た
。
そ
こ
に
秀
郷
が
駆
け
つ
け
て
将
門
の
首
を
刎
ね
、
つ
い
に
朝
敵
は
亡

ぼ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
（
下
向
の
途
次
に
あ
っ
た
）
忠
文
・
経
基

ら
は
、
駿
河
国
（
静
岡
県
中
部
）
か
ら
都
に
引
き
返
し
た
。
こ
の
よ
う
な
朝

敵
滅
亡
の
次
第
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
寛
朝
僧
正
の
護
摩
修

行
の
功
績
で
あ
り
、
不
動
明
王
の
人
智
不
測
の
御
力
に
よ
る
も
の
だ
と
い
え

よ
う
。
降ご
う

伏ぶ
く

四し

魔ま

の
ご
本ほ
ん

誓ぜ
い

や
瑜ゆ

伽が

三さ
ん

密み
つ

の
神
力（
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
）

が
、
け
っ
し
て
空
事
で
な
い
こ
と
、
実
に
こ
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
、

寛
朝
僧
正
が
不
動
尊
を
捧
持
し
て
都
に
帰
る
に
あ
た
り
、
尊
像
を
持
ち
上
げ

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
磐
石
よ
り
も
重
く
、
如
何
に
し
て
も
動
か
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
僧
正
は
「
こ
れ
ま
で
に
な
い
こ
と
だ
」
と
思
い
、
そ
こ
で

合
掌
瞑
目
し
て
至
心
に
黙
禱
し
た
。
す
る
と
、
明
王
の
御
姿
が
あ
り
あ
り
と

見
え
、こ
の
よ
う
に
お
告
げ
に
な
っ
た
。「
よ
い
か
。
衆
生
は
数
限
り
も
な
く
、

し
た
が
っ
て
（
そ
の
全
て
を
救
う
と
い
う
）
我
が
願
い
も
ま
た
（
こ
れ
で
完

了
し
た
と
）
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
我
が
力
を
恃
み
と
し
て
深
く
信
ず

る
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
い
ず
こ
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
に
応
え
ぬ
こ
と
は
な
い
。

我
は
再
び
都
に
還
ろ
う
と
は
思
わ
ぬ
。
む
し
ろ
逆
に
、
永
く
当
地
に
住
し
て

東
国
の
逆
徒
を
鎮
め
、
信
心
渇
仰
の
人
々
を
利り

益や
く

し
よ
う
と
思
う
の
だ
」
と
。

こ
こ
に
至
っ
て
僧
正
は
、
明
王
の
至
言
を
肝
に
銘
じ
、
感
涙
に
む
せ
び
な
が

ら
言
っ
た
。「
あ
ぁ
大
明
王
、（
満
足
な
堂
舎
も
な
く
）
居
場
所
も
ご
ざ
い
ま

せ
ん
の
に
、
た
だ
た
だ
衆
生
の
心
や
想
い
の
中
に
こ
そ
住
し
た
も
う
と
の
金

言
を
承
り
、
誰
一
人
と
し
て
信
心
を
起
さ
ぬ
者
が
お
り
ま
し
ょ
う
か
。
ま
た

何
を
疑
う
こ
と
が
ご
ざ
り
ま
し
ょ
う
や
」
と
。
そ
こ
で
早
速
、
元
の
と
お
り

に
尊
像
を
草
堂
に
奉
安
し
、
明
王
に
お
別
れ
を
申
し
上
げ
て
去
っ
た
。
寛
朝

僧
正
が
都
に
帰
り
着
く
や
、
事
の
次
第
を
細
か
に
お
聞
き
に
な
っ
た
帝
は
い

た
く
感
銘
さ
れ
、勅
命
を
下
さ
れ
て
数あ
ま

多た

の
堂
宇
を
造
営
し
、（
財
源
と
し
て
）

多
く
の
荘
園
を
寄
進
な
さ
っ
た
。
ま
た
、
か
つ
て
尊
像
が
奉
安
さ
れ
て
い
た

寺
院
の
名
「
神
護
国
祚
真
言
寺
」
に
准な
ぞ
ら

え
て
「
神
護
新
勝
寺
」
と
名
づ
け
、

同
時
に
、
山
号
を
「
成
田
山
」、
院
号
を
「
明
王
院
」
と
定
め
、
東
国
鎮
護

の
霊
域
と
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
不
動
尊
は
、
ご
霊
験
あ
ら
た
か
な
る
こ
と
比
類
な
く
、

そ
の
実
例
も
夥
し
い
。
女
性
の
出
産
時
の
苦
痛
を
和
ら
げ
て
く
だ
さ
っ
た
こ

と
も
あ
れ
ば
、
漁
民
の
漂
流
な
ど
の
海
難
を
お
救
い
く
だ
さ
っ
た
こ
と
も
あ

る
。
も
し
、
こ
の
不
動
尊
が
手
に
し
て
お
ら
れ
る
宝
剣
を
頭
上
に
い
た
だ
く

な
ら
ば
、
狂
気
乱
心
し
た
者
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
正
気
を
取
り
戻
し
、
あ
ら
ゆ

る
病
も
速
や
か
に
癒
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ご
霊
験
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど

に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
心
の
浅
薄
な
者
だ
け
は
救
っ
て
い
た
だ
け
な

い
が
。

　

ま
た
次
の
よ
う
な
言
い
伝
え
も
あ
る
。
同
じ
下
総
国
の
生お
ゆ

実み

（
千
葉
市
中

央
区
）
に
あ
る
大だ
い

巌が
ん

寺じ

の
開
山
道
誉
上
人
は
、
浄
土
宗
の
優
れ
た
高
僧
だ
け

れ
ど
も
、
生
ま
れ
つ
き
は
愚
鈍
で
あ
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
学
業
が
躓
く
こ

と
に
な
ろ
う
と
歎
い
て
、
か
つ
て
こ
の
不
動
尊
に
帰
依
し
て
参
籠
し
た
こ
と

が
あ
り
、
持
念
修
行
す
る
こ
と
、
お
よ
そ
百
日
を
経
た
。
ち
ょ
う
ど
満
願
の

夜
、
お
堂
の
中
で
不
動
尊
の
手
に
し
た
利
剣
を
呑
む
と
夢
に
見
て
目
を
覚
ま

し
た
。
目
覚
め
た
後
、（
夢
か
と
思
っ
た
と
こ
ろ
が
）
ほ
ん
と
う
に
血
が
流
れ

て
い
る
の
を
見
た
。
そ
の
色
は
ド
ス
黒
く
、床
一
面
を
濡
ら
し
て
い
る
。（
こ

れ
は
明
王
が
利
剣
を
以
て
咽
喉
を
切
り
裂
き
、
愚
鈍
の
因
と
な
っ
て
い
た
悪

血
を
流
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
て
上
人
は
）
喜
び
の
あ
ま
り
身
を

震
わ
せ
て
、
明
王
を
礼
拝
し
て
下
山
し
た
。
そ
の
の
ち
、
智
慧
の
働
き
に
よ

る
理
解
力
は
人
に
優
れ
、
つ
い
に
は
高
名
の
師
僧
と
な
っ
た
。
以
来
、
た
だ

浄
土
宗
の
僧
侶
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
宗
派
の
者
の
訪
問
を
受
け
入
れ
て
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教
え
導
い
た
。
連
日
に
わ
た
っ
て
参
詣
す
る
者
も
あ
れ
ば
、
ま
た
（
上
人
を

慕
っ
て
）
穀
物
断
ち
を
し
て
祈
願
す
る
者
も
あ
り
、
あ
る
い
は
二
人
三
人
と

互
い
の
足
跡
を
踏
む
よ
う
に
続
い
て
参
り
、
あ
る
い
は
五
人
七
人
と
踵
を
接

し
て
詣
で
、（
上
人
亡
き
後
も
、
そ
の
跡
を
訪
う
者
は
）
一
向
に
途
絶
え
る
こ

と
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

謹
ん
で
思
い
め
ぐ
ら
す
と
、
大
聖
不
動
明
王
は
、
そ
の
根
本
を
推
し
量
る

な
ら
ば
、
大
日
如
来
の
華け

台だ
い

に
お
い
て
久
し
い
以
前
に
成
仏
さ
れ
た
方
で
あ

り
な
が
ら
、
実
際
の
御
姿
を
拝
す
れ
ば
、
使
者
と
し
て
の
垂す
い

髪ほ
つ

と
い
う
（
方

便
の
た
め
に
一
歩
退
い
た
）
姿
を
示
さ
れ
、
し
か
も
片
目
を
つ
ぶ
っ
て
お
ら

れ
る
。
衆
生
を
哀
れ
み
慈
し
ん
で
捨
て
去
る
こ
と
は
無
い
。
ご
本
誓
は
他
の

諸
尊
よ
り
も
勝
れ
た
も
の
で
、
顕
す
神じ
ん

変ぺ
ん

奇き

特ど
く

は
凡
人
の
思
考
・
理
解
を
超

え
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
阿あ

遮し
ゃ

一い
ち

睨げ
い

（
不
動
明
王
の
一
睨
み
）
の
力
に
よ
り
、

宿
命
に
翻
弄
さ
れ
る
人
生
も
た
ち
ま
ち
に
安
定
し
、
無
知
迷
妄
ゆ
え
の
煩
悩

も
即
座
に
消
え
去
る
。
こ
の
ゆ
え
に
儀
軌
に
は
「
一
度
で
も
（
不
動
明
王
の
）

ご
真
言
を
学
び
唱
え
れ
ば
、
生し
ょ
う

々じ
ょ
う

世せ

ぜ々

に
わ
た
っ
て
そ
の
人
を
加
護
し
て
く

だ
さ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
世
尊
が
「
私
の
姿
を
目
に
す
る
だ
け
で
菩
提

心
が
発お
こ

り
、
私
の
名
号
を
耳
に
す
る
だ
け
で
断
悪
修
善
の
気
持
ち
に
目
覚
め

る
」
と
言
わ
れ
た
の
と
、
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。

　

ま
た
『
大
日
経
疏
』
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。「
ま
た
あ
る
と
き
、
世

尊
が
一
切
の
煩
悩
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
に
、
火か

生し
ょ
う

名み
ょ
う

三ざ
ん

昧ま
い

を
証
し
、
大
摧
障

の
真
言
を
説
か
れ
た
。
こ
の
真
言
に
は
大
い
に
不
思
議
な
る
力
が
あ
り
、
一

切
の
真
言
を
修
す
る
者
の
種
々
の
障
難
を
あ
ら
た
か
に
取
り
除
く
。
あ
る
い

は
、
世
尊
が
菩
提
樹
下
に
あ
ら
せ
ら
れ
た
と
き
、
こ
の
真
言
の
力
に
よ
り
、

一
切
の
魔
軍
、
こ
と
ご
と
く
退
散
し
た
。
ま
し
て
、
こ
の
世
の
諸
々
の
障
り

が
み
な
消
滅
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
。

　

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
説
か
れ
て
い
る
。「
世
尊
が
初
め
て
正
覚
を
達
成

さ
れ
た
と
き
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
三
界
の
衆
生
が
挙
っ
て
参
集
し
た
。（
と

こ
ろ
が
）
魔ま

醯け
い

首し
ゅ

羅ら

と
い
う
者
が
い
て
、
こ
れ
は
三
千
世
界
の
主し
ゅ

で
あ
っ
て
、

そ
の
中
心
に
住
し
て
い
る
と
、
そ
の
よ
う
に
慢
心
し
て
い
た
た
め
に
、
世
尊

に
召
さ
れ
た
そ
の
命め
い

に
全
く
従
わ
ず
、か
え
っ
て
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。『
我

こ
そ
三
界
の
主
で
あ
る
。
こ
の
う
え
我
よ
り
も
尊
貴
な
者
が
誰
あ
っ
て
召
す

と
命
ず
る
の
か
（
あ
り
え
ぬ
こ
と
だ
）』。
そ
の
と
き
不
動
明
王
は
世
尊
に
申

し
上
げ
て
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
。『
世
尊
よ
、
こ
の
迷
え
る
者
は
、
何
ゆ

え
に
三
世
に
わ
た
る
諸
々
の
御
仏
た
ち
の
本
誓
の
教
え
を
破
る
の
で
し
ょ
う
。

ど
の
よ
う
に
し
て
彼
の
迷
妄
を
払
い
の
け
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
』。
世
尊

は
言
わ
れ
た
。『
す
ぐ
に
彼
の
命
を
断
っ
て
し
ま
い
な
さ
い
』。
そ
こ
で
不
動

明
王
が
魔
醯
首
羅
を
持
ち
上
げ
、
左
足
で
彼
の
額
の
真
ん
中
を
踏
み
つ
け
、

右
足
で
そ
の
妃
の
額
の
上
を
踏
み
つ
け
た
と
こ
ろ
、大
自
在
天
（
魔
醯
首
羅
）

は
た
ち
ま
ち
に
し
て
命
終
わ
っ
た
。
そ
の
悶
絶
の
う
ち
に
数
え
き
れ
な
い
ほ

ど
の
法
を
悟
り
、
そ
し
て
来
世
に
は
仏
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
の
予
言
を
受
け

た
。（
そ
の
予
言
ど
お
り
大
自
在
天
は
）
灰か
い

欲よ
く

世
界
に
成
仏
し
て
、
月が
っ

勝し
ょ
う

如

来
と
号
し
た
」
と
。

　

こ
の
よ
う
に
明
ら
か
な
拠
り
所
と
な
る
文
が
、
い
ろ
い
ろ
な
経
典
・
儀
軌

の
中
に
散
在
す
る
の
を
、
い
ま
拾
い
集
め
て
こ
こ
に
示
し
た
の
で
あ
る
。
善

哉
、
善
哉
。
一
心
に
念
ず
る
人
に
は
願
い
に
従
っ
て
福
を
与
え
て
く
だ
さ
る

し
、
ご
真
言
を
唱
え
る
者
に
は
求
め
に
応
じ
て
災
厄
を
攘
っ
て
く
だ
さ
る
。

尊
ぶ
べ
し
敬
う
べ
し
。
こ
れ
こ
そ
正
に
不
動
明
王
の
ご
本
誓
や
、
ご
真
言
の

不
思
議
な
力
が
、
一ひ
と

時と
き

も
止と
ど

ま
る
こ
と
な
く
、
所
の
分
け
隔
て
も
な
く
、
発

揮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
時
代
世
代
を
超
え
て
ご
本
誓
は
ゆ
る

が
ず
、
永
く
天
皇
の
ご
寿
命
の
長
か
ら
ん
こ
と
、
臣
下
の
者
も
末
永
く
安
泰
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な
ら
ん
こ
と
を
寿
ぎ
、
万
民
豊ぶ

楽ら
く

と
世
界
の
恒
久
平
和
と
を
お
護
り
く
だ
さ

る
（
私
ど
も
も
、
そ
れ
を
祈
り
奉
る
）
の
で
あ
る
。

　
（
当
山
に
は
）
往
時
を
伝
え
る
周
到
な
縁
起
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
火
災

に
罹
っ
た
た
め
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
び
、
現
住
照
範
阿
闍
梨
の

要
望
に
応
え
て
、
断
片
的
な
記
録
を
拾
い
集
め
、
古
老
の
口
伝
え
を
採
録
し
、

微
力
を
尽
し
て
寺
史
の
概
要
を
記
し
、
以
て
約
束
を
果
た
し
た
次
第
で
あ
る
。

　

元（

一

七

〇

〇

）

禄
十
三
年
、
干
支
は
庚か
の
え

辰た
つ

、
五
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　

江
戸
・
愛
宕
山
円
福
寺
の
僧
、
覚
眼
が
書
い
た
。

追
加
の
條
目

一ひ
と
つ

、
当
寺
は
従
来
、
江
戸
・
弥
勒
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
が
、
大
檀だ
ん

越お
つ

で
あ
る

丹た
ん

後ご
の

守か
み

兼
侍じ

従じ
ゅ
う

、
稲い
な

葉ば

正ま
さ

通み
ち

公
の
願
い
に
よ
り
、
去
る
丙ひ
の
え

戌い
ぬ

（
宝（
一
七
〇
六
）

永
三
年
）
の
年
に
弥
勒
寺
末
を
離
れ
た
。
こ
の
た
び
現
住
照
範
和わ

尚じ
ょ
う

が
上
京
し
、
嵯
峨
・
大だ
い

覚か
く

寺じ
の

宮み
や

の
直じ
き

末ま
つ

寺じ

に
加
え
ら
れ
、
同
時
に
、

大
覚
寺
道
場
に
お
い
て
安
井
ご
門も
ん

跡ぜ
き

、
前さ
き
の

大
僧
正
道ど
う

恕じ
ょ

さ
ま
（
久こ

我が

広ひ
ろ

道み
ち

の
子
）
よ
り
伝
法
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
金
剛
王
院
（
醍
醐
寺
の
院い
ん

家げ

の
一
つ
）
の
院
室
を
兼
帯
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
、
稲
葉
公
が
、
僧そ
う

録ろ
く

（
宗
派
の
総
務
）
の
前
大
僧
正
隆り
ゅ
う

光こ
う

さ
ま
に
お
目
通

り
し
、
常じ
ょ
う

法ほ
う

談だ
ん

林り
ん

（
の
認
可
を
い
た
だ
き
た
い
と
）
の
願
い
を
申
し
込

ま
れ
た
。（
そ
の
結
果
、）
両
本
山
の
僧
正
（
豊
山
は
尊
祐
、
智
山
は
覚

眼
自
身
）
よ
り
、
本
年
五
月
に
免
許
状
を
頂
戴
し
た
。

一
、
稲
葉
公
が
（
財
源
と
し
て
）
五
十
石
の
領
地
を
寄
進
さ
れ
た
。

一
、
方
丈
の
額
は
智
積
院
の
前
住
で
あ
る
専
戒
僧
正
の
揮
毫
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
不
動
堂
（
現
光
明
堂
）
な
ら
び
に
金
剛
門
（
仁
王
門
）
の
額
は

安
井
ご
門
跡
前
大
僧
正
（
道
恕
）
が
お
書
き
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、

鐘
楼
・
経
蔵
な
ど
は
住
持
照
範
和
尚
が
造
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

右
は
、
現
住
照
範
和
尚
の
要
望
に
応
じ
て
追
加
し
た
。

　

宝（
一
七
〇
七
）

永
四
年
丁ひ
の
と
の

亥い

、
十
二
月
吉
日

　
　
　
　
　

京
都
智
積
院
の
僧
正
覚
眼
が
誌し
る

し
た
。

五
　
む
す
び

　

以
上
、
小
稿
で
は
成
田
山
新
勝
寺
の
「
元
禄
の
大
縁
起
」
の
訓
読
文
と
現

代
語
訳
と
を
提
示
し
た
。
近
世
に
は
、
い
わ
ゆ
る
寺
院
本
末
制
度
の
整
備
と

並
行
し
て
、
そ
の
中
で
少
し
で
も
優
位
の
格
付
け
を
獲
ん
が
た
め
に
、
そ
の

由
緒
来
歴
を
語
る
（
騙
る
）「
縁
起
」
が
制
作
さ
れ
た
（
神
社
も
同
様
）。
無

論
そ
れ
ら
は
そ
れ
ら
と
し
て
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
作3

品3

群
の
中
で
も
典
型
的
な
様
相
を
も
つ
の
み
な
ら
ず
、
殊
に
は
本
学
の
バ
ス

で
日
々
目
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
紹
介
し
て
み
た
。

　

本
来
な
ら
ば
、
も
っ
と
一
語
一
語
に
語
注
を
付
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、

　

•　
「
緬
」
は
何
を
典
拠
と
し
て
「
は
る
か
に
」
と
読
む
か
。

　

•　
「
関
左
」
が
な
ぜ
「
東
国
」
と
訳
さ
れ
る
か
。
ま
た
東
国
と
は
ど
こ

を
指
す
か
。

な
ど
、一
々
に
記
す
こ
と
が
望
ま
し
い
。
数
学
の
試
験
で
は
、答
え
だ
け
合
っ

て
い
て
も
、
そ
れ
を
導
き
出
す
過
程
が
正
し
く
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
×
に

な
る
。
む
し
ろ
答
え
が
誤
っ
て
い
て
も
、
途
中
の
式
が
合
っ
て
い
れ
ば
部
分

点
を
も
ら
え
る
。
小
稿
は
、
言
わ
ば
答
え
だ
け
し
か
な
い
。
×
を
く
ら
っ
て

零
点
と
な
る
答
案
だ
け
れ
ど
も
、
さ
し
あ
た
り
今
回
は
こ
れ
で
ご
容
赦
い
た

─ 403 ─
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だ
き
た
い
。

　

最
後
に
、
小
稿
の
大
学
紀
要
へ
の
投
稿
を
快
諾
さ
れ
た
成
田
山
新
勝
寺
の

関
係
各
位
に
篤
く
御
礼
申
し
あ
げ
る
。
ま
た
、
毎
年
の
よ
う
に
当
初
の
投
稿

申
請
か
ら
豹
変
し
た
も
の
を
提
出
す
る
ゆ
え
兎
角
の
御
迷
惑
を
お
か
け
し
て

い
る
に
相
違
な
い
、
本
学
紀
要
委
員
会
の
諸
氏
な
ら
び
に
担
当
事
務
職
員
の

皆
様
に
幾
重
に
も
お
詫
び
を
申
し
あ
げ
て
結
び
と
す
る
。

─ 402 ─
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Reading “Genroku no Ooengi”

(the major history authorized in the Genroku period) 

regarding the Naritasan - Shinshoji Temple
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