
日
本
の
い
く
つ
か
の
名
城
が

戦
災
で
や
け
た
こ
と
は
、
ま
こ

と
に
残
念
で
あ
り
ま
し
た
。

大
垣
城
も
戦
災
で
焼
か
れ
た

一
つ
で
あ
り
ま
す
が
、
城
そ
の

も
の
が
焼
け
た
こ
と
よ
り
も
、

そ
の
城
の
天
守
閣
に
掛
け
て
あ

か

っ
た

錫

杖

が
な
く
な
っ
た
こ

し
ゃ
く
じ
ょ
う

と
を
残
念
に
思
う
も
の
で
あ
り

ま
す
。

こ
の
錫
杖
の
由
來
に
つ
い
て

は
知
っ
て
い
る
人
が
極
め
て
少

な
い
よ
う
で
す
。
地
元
の
大
垣

の
人
に
聞
い
て
も
、
知
ら
ぬ
人

が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

私
は
か
つ
て
佐
々
木
月
樵
先

生
か
ら
聞
い
た
話
で
す
が
、
す

べ
て
城
を
築
く
と
き
に
は
必
ず

人
柱
ー
ー
犠
牲
に
な
っ
て
生
き

な
が
ら
地
下
に
埋
ず
ま
る
こ
と

う

ー
ー
が
必
要
条
件
で
あ
っ
た
そ

う
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
大
垣
城
を
築
く

と
き
、
用
意
万
端
が
整
っ
た
に

ば
ん
た
ん

も
か
か
わ
ら
ず
、
一
番
大
切
な

人
柱
に
な
る
も
の
が
い
な
い
の

で
行
き
悩
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、

偶
然
、
ど
こ
か
ら
来
た
と
も
知

れ
ぬ
行
脚
僧
が
錫
杖
を
つ
れ
て

現
れ
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
人
が

寄
っ
て
「
困
っ
た
こ
と
だ

「
ど

」

う
し
た
も
の
か
」
と
話
し
合
っ

て
い
る
の
を
見
て

「
一
体
あ
な

、

た
が
た
は
何
を
心
配
し
て
お
ら

れ
る
の
で
あ
る
か
」
と
聞
い
た

の
で
土
地
の
人
達
は
「
実
は
お

城
を
築
く
計
画
で
準
備
万
端
整

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
肝
腎

か
ん
じ
ん

の
人
柱
に
な
る
も
の
が
い
な
い

」

の
で
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す

と
答
え
た
と
こ
ろ
、
今
の
行
脚

僧
が
聞
か
れ
る
に
は
「
そ
の
人

柱
は
誰
で
も
よ
い
の
で
す
か
」

と
。そ

こ
で
土
地
の
人
達
は
「
そ

れ
は
何
処
の
誰
で
も
か
ま
わ
な

い
の
で
、
と
も
か
く
も
生
き
な

が
ら
地
下
に
埋
も
れ
て
も
ら
え

、

。
」

ば

そ
れ
で
よ
ろ
し
い
の
で
す

と
答
え
る
と
、
今
の
行
脚
僧
は

あ
ん
ぎ
ゃ

「
そ
れ
で
は
私
が
そ
の
人
柱
に

な
り
ま
し
ょ
う

」
と
気
安
く
引

。

き
受
け
た
の
で
、
一
同
は
狂
喜

し
早
速
定
め
ら
れ
た
土
地
に
穴

を
掘
っ
て
、
そ
の
行
脚
僧
を
案

あ
ん
ぎ
ゃ

内
し
た
と
こ
ろ
、
彼
は
何
ら
容

子
を
変
え
る
こ
と
な
く
静
か
に

穴
に
入
っ
て
合
掌
瞑
目
し
た
の

で
、
一
同
は
ま
た
合
掌
し
な
が

ら
土
を
か
ぶ
せ
、
い
よ
い
よ
築

城
の
工
事
に
か
か
っ
た
の
で
あ

り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
彼
の
僧
が
置
き
み

や
げ
と
し
て
残
し
た
錫
杖
を
、

せ
め
て
の
記
念
に
と
し
、
ま
た

感
謝
の
気
持
ち
を
永
久
に
残
し

た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
天
守
閣

の
階
上
に
高
く
掛
け
た
と
い
う

の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
戦
前
に
一
度
そ
の
錫
杖

を
見
た
い
と
思
っ
て
大
垣
城
の

天
守
閣
に
登
っ
た
と
こ
ろ
、
佐

々
木
月
樵
先
生
が
お
っ
し
ゃ
た

通
り
、
古
び
た
錫
杖
が
高
く
掛

け
ら
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
私
は

、

そ
の
錫
杖
を
一
見
し
た
ト
タ
ン

ゾ
ッ
と
し
て
全
身
が
身
震
い
い

た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
無
名
の
行
脚
僧
の
尊
い
犠
牲

の
精
神
に
打
た
れ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

思
う
に
今
の
行
脚
僧
が
、
ど

、

、

う
い
う
人
間
で
あ
る
か

ま
た

ど
ん
な
修
行
を
積
ん
だ
僧
侶
で

あ
る
か
全
く
知
る
よ
し
も
な
い

の
で
す
が
、
と
も
か
く
何
ら
縁

故
の
な
い
土
地
に
来
て
、
そ
の

土
地
の
人
達
の
悩
み
を
救
う
た

め
に
、
自
分
の
名
前
も
生
い
立

ち
も
語
ら
ず
、
黙
々
と
合
掌
し

な
が
ら
地
下
に
埋
め
ら
れ
て
行

っ
た
心
境
を
偲
ぶ
と
き
、
言
い

知
れ
ぬ
尊
さ
を
シ
ミ
ジ
ミ
と
感

ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

現
代
の
よ
う
な
利
己
主
義
一

辺
倒
が
風
び
し
、
精
神
的
な
面

が
枯
渇
し
て
い
る
と
き
、
こ
う

し
た
犠
牲
の
精
神
に
生
き
た
無

名
僧
を
偲
ぶ
こ
と
も
、
あ
な
が

ち
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

（
了
）

〈

〉

念
佛
寺
掲
示
板
法
語

は

な
れ
ど

姿
形

異

つ
の
い
の
ち
を

一

き
て
い
る

生
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（
前
号
に
続
く
）

で
は
真
宗
で
は
ど
う
し
て
自

我
を
立
場
と
し
て
ア
ミ
ダ
仏
と

人
（
衆
生
）
の
関
係
を
語
る
の

で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
私
た
ち
が
煩
悩
具
足

の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
の
が
現

実
の
私
の
姿
だ
か
ら
で
す
。
私

、

た
ち
は
真
実
の
自
己
を
知
ら
ず

ア
ミ
ダ
仏
を
知
ら
ず
、
た
だ
自

我
し
か
知
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て

こ
の
自
我
に
非
常
に
深
く
執
着

し
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
我
執
我

愛
の
自
我
で
す
。
現
実
の
私
は

ど
こ
か
ら
も
の
を
考
え
、
何
を

中
心
に
人
生
を
考
え
て
い
る
か

と
申
し
ま
す
と
、
我
執
的
自
我

の
立
場
か
ら
考
え
て
い
ま
す
。

、

、

、

是
非
善
悪

優
劣

損
得
な
ど

自
我
を
中
心
に
も
の
ご
と
を
考

え
て
い
ま
す
。
こ
の
煩
悩
的
自

我
が
現
実
の
生
活
の
中
心
に
な

っ
て
い
て
、
こ
の
立
場
か
ら
離

れ
て
生
活
を
す
る
事
が
で
き
な

い
の
で
す
。
こ
れ
が
煩
悩
具
足

の
凡
夫
の
日
常
で
す
。

凡
夫
の
姿
を
『
佛
説
無
量
寿

経
』
に
は
非
常
に
詳
し
く
説
か

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
端
を
引

用
し
ま
す
と
、

「
世
人
、
薄
俗
に
し
て
共
に
不

急
の
事
を
諍
う
。
こ
の
劇
悪
極

苦
の
中
に
お
い
て
身
の
営
務
を

よ

う

む

、

。

勤
め
て

も
っ
て
自
ら
給
済
す

尊
も
な
く
卑
も
な
し
。
貧
も
な

く
富
も
な
し
。
少
長
男
女
共
に

。

。

銭
財
を
憂
う

有
無
同
然
な
り

ど
う
ね
ん

憂
思
適
に
等
し
。
屏

営
愁
苦
し

う

し

ま
さ

び
ょ
う
よ
う

て
、
念
い
を
累
ね

慮

り
を
積

お
も

か
さ

お
も
ん
ぱ
か

み
て
、
心
の
た
め
に
走
せ
使
い

は

て
、
安
き
時
あ
る
こ
と
な
し
。

田
あ
れ
ば
田
を
憂
う
。
宅
あ
れ

ば
宅
を
憂
う
。
牛
馬
六
畜
・
奴

ご

め

婢
・
銭
財
・
衣
食
・
什
物
、
ま

え

じ

き

た
共
に
こ
れ
を
憂
う
。
思
い
を

重
ね
息
を
累
み
て

憂
念
を
愁
怖

、

そ
く

つ

し
ゅ
う
ふ

す

」
。

（
現
代
語
訳
ー
ー

世
間
の
人
々

、

は
ま
こ
と
に
浅
は
か
で
あ
っ
て

み
な
急
が
な
く
て
も
よ
い
こ
と

を
争
い
あ
っ
て
お
り
、
こ
の
激

し
い
悪
と
苦
の
中
で
あ
く
せ
く

と
働
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
や
っ

と
生
計
を
立
て
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
身
分
の
高
い
も
の
も
低

い
も
の
も
、
貧
し
い
も
の
も
富

め
る
も
の
も
、
老
若
男
女
を
問

わ
ず
、
み
な
金
銭
の
こ
と
で
悩

ん
で
い
る
。
そ
れ
が
あ
ろ
う
が

な
か
ろ
う
が
、
憂
え
悩
む
こ
と

に
は
代
わ
り
が
な
く
、
あ
れ
こ

れ
と
嘆
き
苦
し
み
、
後
先
の
こ

と
を
い
ろ
い
ろ
と
心
配
し
、
い

つ
も
欲
の
た
め
に
追
い
回
さ
れ

て
、
少
し
も
安
ら
か
な
と
き
が

な
い
の
で
あ
る
。
田
が
あ
れ
ば

田
に
悩
み
、
家
が
あ
れ
ば
家
に

悩
む
。
牛
や
馬
な
ど
の
家
畜
類

、

、

や
使
用
人

ま
た
金
銭
や
衣
食

日
常
の
品
々
に
至
る
ま
で
、
あ

れ
ば
あ
る
で
憂
え
悩
む
。
そ
れ

ら
の
も
の
に
つ
い
て
と
に
か
く

心
配
し
、
何
度
も
た
め
息
を
つ

い
て
嘆
き
恐
れ
る
の
で
あ
る

）
。

と
あ
り
ま
す
。

こ
の
『
無
量
寿
経
』
は
二
〇

〇
〇
年
以
上
も
前
に
イ
ン
ド
で

説
か
れ
た
経
典
で
す
が
、
こ
の

一
節
だ
け
で
も
い
つ
の
時
代
も

変
わ
ら
ぬ
凡
夫
の
姿
が
リ
ア
ル

に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
現
実
に
生
き
て
い

る
凡
夫
の
「
私
」
に
働
き
か
け

て
、
正
し
い
あ
る
べ
き
状
態
に

至
ら
し
め
よ
う
と
し
て
く
だ
さ

る
南
無
阿
弥
陀
仏
の
願
力
を
聞

く
、
こ
れ
が
真
宗
の
聴
聞
で
あ

り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
ア
ミ
ダ
仏
の
い

の
ち
の
外
に
私
の
い
の
ち
は
な

い
と
言
え
て
も
「
我
は
ア
ミ
ダ

仏
な
り
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は

、

ま
っ
た
く
言
え
な
い
の
で
あ
り

言
わ
な
い
の
で
あ
り
、
ど
こ
ま

で
も
「
煩
悩
具
足
の
私
」
な
の

で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
自
我
に
と
っ
て
ア

ミ
ダ
仏
は
ま
さ
に
我
な
ら
ざ
る

大
智
大
悲
の
用
き
で
あ
り
、
量

り
な
き
い
の
ち
、
す
な
わ
ち
光

明
無
量
・
寿
命
無
量
で
あ
り
ま

す
。た

だ
自
我
で
あ
り
つ
つ
一
個

、

の
物
と
し
て
私
た
ち
が
存
在
し

他
の
諸
物
や
他
者
と
関
わ
る
働

き
が
可
能
な
の
は
、
そ
れ
を
可

。

能
に
す
る
場
が
あ
る
か
ら
で
す

自
我
が
そ
こ
に
於
て
生
き
、
そ

し
て
働
き
得
る
場
所
は
い
つ
で

も
今
此
処
に
与
え
ら
れ
て
い
る

場
所
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
所

は
色
も
な
く
形
も
な
く
、
目
に

見
え
な
い
無
限
定
な
、
い
っ
て

み
れ
ば
量
り
な
い
い
の
ち
（
寿

）

。

命
無
量

の
用
き
で
あ
り
ま
す

た
だ
こ
の
寿
命
無
量
に
気
が

つ
か
ず
、
自
我
し
か
知
ら
ず
、

自
我
に
固
執
し
て
い
る
迷
妄
こ

そ
が
、
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
仏
教
で

は
教
え
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
し
て
ア
ミ
ダ
仏
と
人
と
の

原
関
係
を
言
い
当
て
た
宗
祖
の

「

」

お
言
葉
が

摂
取
不
捨
の
真
理

と
い
う
お
言
葉
で
あ
る
と
、
私

は
受
け
取
り
た
い
の
で
す
。

こ
の
摂
取
不
捨
の
真
理
は
人

の
迷
悟
・
善
悪
・
能
力
の
有
無

な
ど
の
差
違
を
超
え
、
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
だ
れ
に
で
も
貫
通

し
て
い
る
平
等
の
真
理
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
の
真
理

は
、
悟
っ
た
り
信
じ
た
り
し
て

初
め
て
成
立
す
る
と
い
う
よ
う

な
真
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人

の
迷
悟
・
人
の
行
い
の
善
悪
に

先
立
っ
て
は
た
ら
い
て
い
る
真

理
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の

摂
取
不
捨
の
真
理
の
上
に
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
に
無
知
で
あ
る

と
こ
ろ
に
迷
妄
が
あ
り
、
苦
悩

が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。

摂
取
不
捨
の
真
理

③



摂
取
不
捨
の
真
理
に
無
知
ゆ

え
に
、
こ
の
世
の
相
対
的
な
価

値
、
い
わ
ば
財
産
と
か
権
力
と

か
名
声
と
か
人
間
関
係
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
に
重
心
が
か
か

り
す
ぎ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
か
ら
貪
欲
に
な
り
、
自
分

の
欲
望
に
対
し
て
邪
魔
を
す
る

者
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
、
自

他
が
対
立
し
害
し
あ
う
な
ど
の

悪
業
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

逆
に
摂
取
不
捨
の
真
理
に
目

覚
め
た
者
は
智
慧
を
得
、
自
他

に
共
通
し
て
い
る
い
の
ち
に
気

が
つ
き
は
じ
め
ま
す

「
一
つ
の

。

い
の
ち
を
み
ん
な
で
生
き
て
い

る
」
こ
と
に
気
が
つ
き
は
じ
め

ま
す
。
そ
こ
に
他
者
に
心
が
開

か
れ
、
他
者
の
苦
し
み
に
共
感

し
、
他
者
の
幸
せ
を
願
う
と
い

う
、
そ
う
い
う
慈
悲
が
少
し
づ

つ
少
し
づ
つ
で
す
が
お
の
ず
か

ら
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま

す
。そ

の
よ
う
に
無
限
の
寿
命
と

無
限
の
智
慧
と
無
限
の
慈
悲
が

一
切
衆
生
に
摂
取
不
捨
の
真
理

と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
同
時
に
こ
の
真
理

に
背
く
と
人
は
憂
苦
と
悪
に
傾

か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
厳
し

さ
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。

で
は
い
か
に
し
て
摂
取
不
捨

の
真
理
に
目
覚
め
る
こ
と
が
で

き
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

自
我
し
か
知
ら
な
い
迷
え
る
凡

夫
の
側
か
ら
摂
取
不
捨
の
真
理

を
対
象
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て

も
そ
れ
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で

あ
り
ま
す
。
摂
取
不
捨
さ
れ
て

い
る
も
の
（
人
）
が
摂
取
し
て

い
る
も
の
（
仏
）
を
掴
む
こ
と

。

は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
り
ま
す

こ
こ
に
道
を
求
め
る
者
の
壁
が

あ
り
ま
す
。
人
の
自
我
か
ら
こ

。

の
真
理
へ
は
断
絶
が
あ
り
ま
す

人
か
ら
ア
ミ
ダ
仏
に
架
か
る
橋

か

は
な
い
の
で
す
。
人
間
の
自
我

（
自
力
の
は
か
ら
い
）
で
こ
の

壁
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
人
間
の
限
界
を

知
り
ぬ
い
て
、
摂
取
不
捨
の
真

理
に
気
づ
か
せ
よ
う
、
出
あ
わ

、

、

せ
よ
う

目
覚
め
し
め
よ
う
と

摂
取
不
捨
の
真
理
の
方
か
ら
衆

生
に
名
号
で
も
っ
て
は
た
ら
き

か
け
て
く
る
、
そ
う
い
う
は
た

ら
き
が
あ
る
こ
と
を
釈
迦
如
来

が
発
見
し

説
か
れ
た
の
が

佛

、

『

説
無
量
寿
経
』
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
は
た
ら
き
は
、
広
大
な
摂

取
不
捨
の
は
た
ら
き
で
あ
る
ア

ミ
ダ
仏
の
本
願
力
と
し
て
説
か

れ
て
い
ま
す
。

本
願
力
の
は
た
ら
き
に
よ
っ

て
私
た
ち
は
摂
取
不
捨
の
真
理

に
出
あ
い
、
そ
の
利
益
に
あ
ず

か
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
救
い
で

あ
り
、
真
宗
の
救
済
は
こ
の
摂

取
不
捨
の
利
益
を
い
た
だ
く
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

以
上
真
宗
の
教
え
の
基
本
構

造
を
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
し
た

が
、
こ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
や
問
題
を
さ
ら
に
詳
し
く
探

求
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、
そ
の
こ
と
に
少
し
触
れ

て
お
き
ま
す
。

そ
の
一
つ
に
、
よ
く
私
た
ち

の
い
の
ち
を
「
賜
り
た
る
い
の

ち
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
私
（
人
）
の
い
の
ち
は
ア

ミ
ダ
仏
か
ら
賜
っ
た
い
の
ち
で

あ
る
と
い
う
お
話
を
し
ば
し
ば

聴
き
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
少
し
注
意
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
な

ど
で

「
神
は
万
物
の
創
造
主
で

、

あ
り
、
人
間
も
神
の
創
造
物
と

し
て
神
様
か
ら
賜
っ
た
い
の
ち

で
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ

れ
は
キ
リ
ス
ト
教
界
で
は
ど
う

解
釈
さ
れ
て
い
る
の
か
分
か
り

ま
せ
ん
が
、
真
宗
で
こ
れ
と
同

じ
よ
う
に
受
け
取
っ
て
、
私
た

ち
人
間
の
い
の
ち
は
量
り
な
き

い
の
ち
の
ア
ミ
ダ
仏
か
ら
い
た

だ
い
た
い
の
ち
で
あ
る
と
い
う

風
に
単
純
に
受
け
取
る
と
、
こ

れ
は
注
意
を
要
し
ま
す
。

と
言
い
ま
す
の
は
、
こ
こ
に

は

い
の
ち
そ
の
も
の

と

い

、〈

〉

〈

の
ち
の
取
る
形
〉
と
の
関
係
の

問
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
を
ど
う
考
え
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
寿
命
無
量

の
ア
ミ
ダ
は
有
限
な
い
の
ち
の

根
拠
で
あ
り
、
ア
ミ
ダ
仏
の
い

の
ち
を
離
れ
て
人
の
い
の
ち

万
（

物
）
は
な
く
、
ア
ミ
ダ
仏
の
い

の
ち
と
人
の
い
の
ち
は
一
つ
で

あ
り
ま
す
。
私
の
い
の
ち
を
押

さ
え
て
見
れ
ば
ア
ミ
ダ
仏
の
い

の
ち
の
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
さ

ま
ざ
ま
な
生
き
と
し
生
け
る
も

の
の
い
の
ち
は
ア
ミ
ダ
仏
の
い

の
ち
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
ア
ミ
ダ
仏
の
い
の

ち
を
分
有
し
て
い
る
と
い
え
ま

し
ょ
う
。

た
だ
問
題
は
、
衆
生
の
い
の

ち
の
形
、
い
わ
ば
い
ろ
い
ろ
な

人
の
形
、
牛
の
形
、
犬
な
ど
の

形
態
や
心
（
意
識
）
の
さ
ま
ざ

ま
な
性
質
と
い
う
よ
う
な
形
相

、

も
ア
ミ
ダ
仏
か
ら
与
え
ら
れ
る

あ
る
い
は
決
定
さ
れ
る
の
か
と

、

。

い
う
と

そ
う
は
い
え
ま
せ
ん

そ
う
い
う
衆
生
の
さ
ま
ざ
ま

な
形
は
自
ら
の
業
因
と
さ
ま
ざ

ま
な
外
縁
に
よ
っ
て
で
あ
る
と

仏
教
で
は
言
わ
れ
る
の
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
様
々
な
因
縁
に
よ

っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
縁
の

な
か
で
、
自
ら
の
行
業
の
縁
を

業
因
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で

そ
の
も
の
が
行
っ
て
き
た
善
悪

の
行
業
の
因
で
す
。
そ
の
他
に

さ
ま
ざ
ま
な
外
縁
に
よ
っ
て
、

衆
生
の
い
の
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な

形
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

象

っ
た
の
は
ア
ミ
ダ

か
た
ど

仏
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ

れ
の
業
因
業
縁
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
業

因
業
縁
に
よ
っ
て
衆
生
の
い
の

ち
の
相
（
姿
形
・
性
格
な
ど
）

に
違
い
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ

れ
と
〈
い
の
ち
そ
の
も
の
〉
と

の
関
係
を
波
と
海
水
で
譬
え
て



み
る
と
、
業
因
業
縁
に
よ
っ
て

か
た
ど
ら
れ
た
衆
生
の
そ
れ
ぞ

れ
の
姿
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
波

の
ご
と
く
で
あ
っ
て
、
し
か
も

有
限
で
す
か
ら
生
れ
て
滅
し
ま

す
。
一
方
、
ど
の
よ
う
な
姿
の

波
も
す
べ
て
海
水
の
ほ
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
海
水
が
元
で
そ

こ
に
現
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
姿
が

波
で
あ
り
、
波
は
生
じ
滅
す
る

有
限
に
た
と
え
ら
れ
、
海
水
は

総
て
の
波
の
元
で
あ
っ
て
生
ま

れ
も
滅
し
も
し
な
い
無
限
に
譬

え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
衆

生
の
い
の
ち
と
ア
ミ
ダ
の
い
の

ち
の
関
係
を
こ
の
よ
う
な
波
と

海
水
と
の
関
係
に
譬
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら

ど
の
よ
う
な
形
の
い
の
ち
も
共

に
ア
ミ
ダ
の
い
の
ち
の
他
に
は

な
く
、
万
人
万
物
は
ア
ミ
ダ
仏

の
平
等
な
い
の
ち
を
い
た
だ
い

て
い
る
の
で
す
。

し
か
る
に
自
己
が
ア
ミ
ダ
仏

の
い
の
ち
の
ほ
か
に
な
い
こ
と

を
知
ら
ず
、
有
限
な
い
の
ち
の

、

、

形
に
執
着
し

互
い
に
比
較
し

優
劣
を
競
い
、
対
立
し
、
さ
ま

ざ
ま
な
業
を
重
ね
て
き
た
の
で

あ
り
ま
す
。

さ
て
、
現
代
は
物
質
文
明
が

盛
ん
で
あ
っ
て
、
物
質
を
研
究

し
利
用
す
る
自
然
科
学
が
発
達

し
て
、
人
間
生
活
に
非
常
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
人
は
一
個
の
物
質
的

存
在
で
も
あ
り
ま
す
。
人
は
他

の
諸
々
の
物
と
の
関
わ
り
の
中

に
あ
る
一
つ
の
物
で
す
。
で
す

か
ら
他
の
諸
物
が
物
質
と
し
て

物
質
的
な
自
然
の
法
則
の
中
に

あ
る
よ
う
に
、
物
と
し
て
存
在

し
て
い
る
私
た
ち
も
他
の
諸
物

と
同
様
に
自
然
の
法
則
の
中
に

あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
物
質
界

の
法
則
を
無
視
し
て
生
き
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
逆
に
自
然

の
法
則
を
正
し
く
正
確
に
理
解

し
て
、
そ
れ
に
対
応
し
て
生
産

し
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
人
は
一
面
全
く
物
で

あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
つ

ど
判
断
し
行
う
自
由
な
主
体

（
心
）
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
心

の
領
域
に
於
て
ア
ミ
ダ
仏
の
は

た
ら
き
を
知
る
の
で
す
。
ア
ミ

ダ
仏
の
救
済
は
衆
生
の
心
の
領

域
に
於
け
る
衆
生
の
め
ざ
め

信
（

心
）
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。

さ
て
清
沢
師
は
先
述
し
ま
し

た
よ
う
に
ア
ミ
ダ
仏
の
寿
命
無

量
を
〈
無
限
の
能
力
〉
と
言
い

表
し
ま
し
た
が

『
絶
対
他
力
の

、

大
道
』
に
は
次
の
よ
う
に
も
表

現
し
て
い
ま
す
。

「
宇
宙
万
有
の
千
変
万
化
は
、

皆
是
れ
一
大
不
可
思
議
の
妙
用

に
属
す
。
而
し
て
我
等
は
之
を

当
然
通
常
の
現
象
と
し
て
、
毫ご

う

も
之
を
尊
崇
敬
拝
す
る
の
念
を

そ
ん
す
う

生
ず
る
こ
と
な
し
。
吾
人
に
し

。

て
智
な
く
感
な
く
ば
則
ち
止
む

、

苟

も
智
と
感
と
を
具
備
し
て

い
や
し
く

此
の
如
き
は
蓋
し
迷
倒
な
ら
ず

と
す
る
を
得
ん
や
。
一
色
の
映

し
き

ず
る
も
一
香
の
熏
ず
る
も
、
決

し
て
色
香
其
者
の
原
起
力
に
因よ

る
に
非
ず
。
皆
彼
の
一
大
不
可

思
議
力
の
発
動
に

基

く
も
の
な

も
と
ず

ら
ず
ば
あ
ら
ず

」。

と
。
そ
う
す
る
と
無
限
の
能
力

で
あ
る
寿
命
無
量
は
大
自
然
の

広
大
な
は
た
ら
き
、
い
わ
ゆ
る

物
質
的
力
用
と
も
な
っ
て
は
た

ら
い
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
諸

物
を
成
立
さ
せ
る
は
た
ら
き
で

あ
り
、
万
物
を
万
物
た
ら
し
め

て
い
る
根
元
の
は
た
ら
き
と
言

え
ま
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
広
大

な
物
質
的
な
用
き
も
寿
命
無
量

の
は
た
ら
き
の
中
に
含
む
こ
と

に
な
り
ま
す
か
ら
、
寿
命
無
量

は
心
の
領
域
も
物
質
の
領
域
も

統
合
し
て
い
る
い
の
ち
の
は
た

ら
き
と
言
え
ま
す
。
物
質
の
領

域
と
心
の
領
域
は
二
つ
並
ん
で

あ
る
の
で
は
な
く
、
無
量
の
寿

命
の
用
き
の
二
面
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

で
す
か
ら
寿
命
無
量
は
衆
生

救
済
の
光
明
の
は
た
ら
き
（
本

願
力
）
だ
け
で
は
な
く
、
万
物

を
し
て
万
物
た
ら
し
め
て
い
る

は
た
ら
き
で
も
あ
り
ま
す
。

ア
ミ
ダ
仏
の
は
た
ら
き
を
こ

の
よ
う
な
領
域
ま
で
包
む
真
宗

の
世
界
観
、
い
わ
ば
物
質
界
の

領
域
ま
で
包
む
よ
う
な
世
界
観

で
な
い
と
、
自
然
科
学
の
領
域

の
み
な
ら
ず
政
治
経
済
の
世
界

を
真
宗
の
世
界
観
の
中
に
位
置

づ
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま

す
。
そ
れ
で
は
現
代
人
に
ト
ー

タ
ル
な
人
生
観
・
世
界
観
を
提

示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思

い
ま
す
。
こ
と
に
現
代
は
自
然

科
学
が
人
間
の
文
化
全
体
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

真
宗
の
教
義
体
系
も
こ
れ
ら
を

統
合
す
る
よ
う
な
世
界
観
に
ま

で
展
開
さ
れ
な
く
て
は
、
現
代

の
問
題
に
応
答
す
る
こ
と
は
難

し
い
と
思
い
ま
す

（
了
）

。

第

回
シ
ョ
パ
ン
コ

【
住
職
雑
感
】

１８

ン
ク
ー
ル
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
こ

の

月
に
行
わ
れ
、
日
本
人
の
反
田
恭
平
が
２

10
位
、
小
林
愛
実
が
４
位
で
入
賞
し
た
。
こ
れ
ま

で
日
本
人
は
内
田
光
子
の
２
位
が
最
高
で
あ

る
。
１
位
は
ブ
ル
ー
ス
・
リ
ウ
と
い
う
カ
ナ
ダ

国
籍
の
ア
ジ
ア
系
の
人
。
こ
う
し
た
国
際
的
な

音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
中
国
人
・
韓
国
人
・
日

本
人
の
活
躍
が
近
年
目
立
つ
。
た
だ
演
奏
の
審

査
を
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
と
思
う
。
今
回

の
コ
ン
ク
ー
ル
で
も
選
考
す
る
の
に
予
定
の
時

間
の
２
倍
も
か
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
昔
、
ア

ル
ゲ
リ
ッ
チ
が
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
の
審
査
員
の

時
、
他
の
審
査
員
の
評
価
に
憤
慨
し
、
席
を
蹴

っ
て
出
て
い
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
ま
た
１

９
３
７
年
第
３
回
シ
ョ
パ
ン
コ
ン
ク
ー
ル
に
出

場
し
た
最
初
の
日
本
人
の
原
智
恵
子
が
第
１
次

予
選
で
失
格
と
な
っ
た
時
、
聴
衆
が
憤
慨
し
、

警
官
が
出
動
す
る
騒
ぎ
と
な
っ
て
、
特
例
と
し

て
「
特
別
聴
衆
賞
」
が
後
だ
し
で
送
ら
れ
て
よ

う
や
く
騒
ぎ
が
収
ま
っ
た
と
い
う

「
特
別
聴

。

衆
賞
」
は
こ
の
一
回
だ
け
で
以
後
は
出
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
。
今
度
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
も
ク

ラ
シ
ッ
ク
に
詳
し
い
幾
人
か
が
優
勝
者
の
予
想

を
し
て
い
た
が
、
結
果
ど
れ
も
外
れ
て
い
た
。

人
間
の
判
断
は
た
い
し
て
当
て
に
な
ら
な
い
こ

と
を
知
ら
さ
れ
る
。
自
分
の
考
え
も
他
者
の
考

え
も
当
て
に
は
な
ら
な
い
。
仏
陀
は
仏
智
に
依

っ
て
人
知
に
依
る
な
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。
覚

り
の
智
慧
（
仏
智
）
か
ら
で
た
言
葉
（
経
典
な

ど
）
は
信
頼
に
値
す
る
と
い
え
よ
う
。


