
ほ
う
じ
ょ
う
き
に
み
る
み
っ
つ
の
さ
い
が
い

『
方
丈
記
』
に
み
る
三
つ
の
災
害

10知
る

■
鴨

長

明
が
み
た
地
獄
絵

か
も
の
ち
よ
う
め
い

『
方
丈
記
』
の
筆
者
鴨
長
明
（
一
一
五
五
～
一
二
一
六
）
が
生
き
た

平
安
時
代
末
期
に
は
、
平
安
時
代
を
通
し
て
最
大
級
の
火
災
と
い
わ
れ

。

「

」

る
二
つ
の
大
火
が
起
こ
り
ま
し
た

人
々
は
こ
の
火
災
を

太
郎
焼
亡

た
ろ
う
し
よ
う
ぼ
う

「

」

。

、

（

）

次
郎
焼
亡

と
呼
び
ま
し
た

さ
ら
に
数
年
後

辻
風

つ
む
じ
風

じ
ろ
う
し
よ
う
ぼ
う

つ
じ
か
ぜ

・
地
震
・
飢
饉
・
日
照
り
・
洪
水
が
相
つ
い
で
京
都
を
襲
い
、
多
く
の

き
き
ん

死
者
を
出
し
ま
し
た
。
特
に
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
養
和

（

）

。

、

年
間

一
一
八
一
～
八
二

の
飢
饉
で
す

こ
こ
に
取
り
上
げ
る
の
は

太
郎
焼
亡
・
次
郎
焼
亡
・
養
和
の
大
飢
饉
の
三
つ
の
災
害
で
す
。

よ
う
わ

平
安
後
期
は
釈
迦
入
滅
後
、
仏
教
が
お
と
ろ
え
る
末
法
の
世
に
入
っ

た
と
信
じ
ら
れ
た
時
代
。
ま
さ
に
地
獄
絵
さ
な
が
ら
の
情
景
が
京
中
で

見
ら
れ
ま
し
た
。

■
太
郎
焼
亡
・
次
郎
焼
亡

、

（

）

、

太
郎
焼
亡
と
は

治
承
元

一
一
七
七

年
四
月
二
十
八
日
の
夜
半

樋
口
富
小
路
（
現
万
寿
寺
通
富
小
路
附
近
）
か
ら
出
火
、
南
東
の
風
に

ひ
の
く
ち
と
み
の
こ
う
じ

ま
ん
じ
ゆ
じ
ど
お
り
と
み
の
こ
う
じ

あ
お
ら
れ
て
、
西
北
方
面
に
扇
状
に
延
焼
し
た
大
火
で
す
。
焼
失
範
囲

は
、
東
は
富
小
路
、
西
は
朱
雀
大
路
（
千
本
通

、
南
は
六
条
大
路
、

）

す
ざ
く
お
お
じ

せ
ん
ぼ
ん
ど
お
り

北
は
大
内
裏
ま
で
の
約
百
八
十
余
町
（
百
八
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル

。）

大
極
殿
を
含
む
八
省
院
全
部
と
朱
雀
門
・
応
天
門
・
神
祇
官
な
ど
大
内

だ
い
ご
く
で
ん

す
ざ
く
も
ん

お
う
て
ん
も
ん

じ
ん
ぎ
か
ん

裏
南
東
部
、
大
学
寮
・
勧
学
院
、
関
白
藤
原
基
房
ら
公
卿
の
邸
宅
十

だ
い
が
く
り
よ
う

か
ん
が
く
い
ん

四
家
な
ど
を
焼
失
。
焼
死
者
は
数
千
人
に
及
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
こ
の

火
災
は
安
元
の
大
火
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
実
際
に
出
火
し
た
の
が
安
元

あ
ん
げ
ん

三
年
で
、
そ
の
年
に
治
承
に
改
元
し
た
か
ら
で
す
。

次
郎
焼
亡
は
、
太
郎
焼
亡
の
翌
年
治
承
二
年
四
月
二
十
四
日
起
こ
っ

た
火
災
。
七
条
通
東
洞
院
あ
た
り
か
ら
出
火
し
て
、
七
条
大
路
沿

し
ち
じ
よ
う
ど
お
り
ひ
が
し
の
と
う
い
ん

し
ち
じ
よ
う
お
お
じ

い
に
朱
雀
大
路
ま
で
延
焼
し
ま
し
た
。
二
つ
の
火
災
は
人
々
に
大
き
な

不
安
を
与
え
、
末
法
の
世
の
到
来
を
印
象
づ
け
ま
し
た
。

■
養
和
の
大
飢
饉

よ
う
わ

だ
い
き
き
ん

養
和
元
（
一
一
八
一
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
天
災
が
続
き
ま
し

た
。
春
と
夏
に
日
照
り
が
続
き
、
秋
に
は
大
風
・
洪
水
に
み
ま
わ
れ
、

収
穫
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
を
養
和
の
大
飢
饉
と
呼

び
ま
す
。

平
安
京
で
は
、
餓
死
し
た
人
々
の
多
く
は
路
上
に
放
棄
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
長
明
は
当
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

築
地
の
つ
ら
、
道
の
ほ
と
り
に
、
飢
ゑ
死
ぬ
る
も
の
の
た
ぐ
ひ
、

数
も
知
ら
ず
。
取
り
捨
つ
る
わ
ざ
も
知
ら
ね
ば
、
く
さ
き
香
世
界

に
満
ち
満
ち
て
、
変
わ
り
ゆ
く
か
た
ち
有
様
、
目
も
あ
て
ら
れ
ぬ

事
多
か
り
。
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こ
う
し
た
な
か
、
仁
和
寺
の
僧
隆

暁
は
、
路
上
に
横
た
わ
る
死
者

り
ゅ
う
ぎ
ょ
う

を
供
養
し
ま
し
た
。
そ
の
数
は
、
わ
ず
か
二
か
月
間
に
平
安
京
内
だ
け

で
四
万
二
千
三
百
余
に
上
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

被
害
が
深
刻
だ
っ
た
た
め
、
兵
糧
米
の
調
達
が
困
難
に
な
り
、
源
平

の
戦
い
も
膠
着
状
態
に
お
ち
い
る
ほ
ど
で
し
た
。

■
「
六
道
絵
」
の
世
界

ろ
く
ど
う
え

鴨
長
明
が
み
た
平
安
京
の
地
獄
絵
の
情
景
と
、
そ
の
時
代
に
生
き
た

人
々
の
不
安
は

「
六
道
絵
」
と
呼
ば
れ
る
地
獄
道
を
主
題
と
し
て
描

、

か
れ
た
地
獄
変
相
図
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

六
道
絵
の
制
作
は
、
平
安
末
期
殊
に
流
行
し
ま
し
た
。
こ
の
時
期
の

著
名
な
作
品
と
し
て
『
地
獄
草
紙

『
餓
鬼
草
紙

『
病
草
紙
』
な
ど

』

』

じ
ご
く
ぞ
う
し

が

き

ぞ

う

し

や
ま
い
の
そ
う
し

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
絵
巻
は
、
後
白
河
法
皇
（
一
一
二
七
～
九
二
）
の
院
御
所

法
住
寺
殿
に
付
属
す
る
蓮
華
王
院
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
て
い
た
六
道
絵
巻

ほ
う
じ
ゅ
う
じ
ど
の

れ
ん
げ
お
う
い
ん
ほ
う
ぞ
う

の
一
部
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
の
ち
、
各
地
に
散
逸
し
ま
し

た
が
、
現
在
東
京
国
立
博
物
館
・
京
都
国
立
博
物
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。

歩
く
／
見
る

■
河
合
神
社

左
京
区
下
鴨
泉
川
町

か
わ
い
じ
ん
じ
ゃ

糺
の
森
に
あ
る
賀
茂
御
祖
神
社
（
下
鴨
神
社
）
の
摂
社
。
祭
神
は

た
だ
す

か

も

み

お

や

賀
茂
別
雷
神
の
母
、
玉
依
日
売
命
。
正
式
に
は
小
社
宅
神
社
と
い
い

か
も
わ
け
い
か
づ
ち
の
か
み

た
ま
よ
り
ひ
め
の
み
こ
と

お

こ

そ

べ

ま
す
が
、
高
野
川
と
賀
茂
川
の
合
流
す
る
地
点
に
あ
る
こ
と
か
ら
河
合

神
社
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
小
社
宅
と
は
社
戸
の
意
味
で
、
賀
茂
社
社

こ
そ
べ

家
の
屋
敷
神
を
示
す
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

、

、

、

当
初

秦
氏
の
奉
祀
す
る
神
で
し
た
が

鴨
氏
が
秦
氏
の
聟
と
な
り

む
こ

神
官
と
し
て
代
々
祭
礼
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。鴨

長

明
は
河
合
社
の
社
家
に
生
ま
れ
、
父
長
継
は
神
官
で
し
た
。

か
も
の
ち
よ
う
め
い

若
く
し
て
父
を
亡
く
し
た
長
明
は
、
後
鳥
羽
上
皇
か
ら
神
官
に
推
さ
れ

ご
と
ば
じ
よ
う
こ
う

ま
し
た
が
、
一
族
の
反
対
に
あ
い
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
こ
と

が
、
長
明
遁
世
の
一
因
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
境
内
に
は
『
方
丈
記
』
に
基
づ
い
て
復
元
さ
れ
た
長
明
の
方
丈

庵
の
実
物
大
模
型
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

■
方

丈
の
庵
跡

伏
見
区
日
野
船
尾

ほ
う
じ
よ
う

い
お
り

伏
見
区
日
野
の
法
界
寺
か
ら
東
へ
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
炭
山
の
渓

ほ
う
か
い
じ

す
み
や
ま

流
沿
い
に
巨
石
が
あ
り
、
そ
の
上
に
「
長
明
方
丈
石
」
と
記
し
た
石

ち
よ
う
め
い
ほ
う
じ
よ
う
せ
き

碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
鴨
長
明
が
こ
の
地
に
庵
を
結
ん

で
『
方
丈
記
』
を
記
し
た
と
い
う
伝
承
に
基
づ
い
て
建
て
ら
れ
た
も
の

で
す
。

『
方
丈
記
』
に
よ
る
と
、
庵
は

「
日
野
山
の
奥
」
に
あ
り

「
広
さ

、

わ
ず
か
に
方
丈
（
三
メ
ー
ト
ル
四

方

」
の
簡
素
な
も
の
で
し
た
。
こ

）

『

』

の
庵
で
書
か
れ
た
の
で

方
丈
記

な
の
で
す
。
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