
  
 

     
 

《
四
月
二
十
八
日
》
と
言
え
ば
、
建
長

五
（
一
二
五
三
）
年
の
四
月
二
十
八
日
で

す
。
日
蓮
聖
人
が
『
立
教
開
宗
』
な
さ
れ

た
日
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
御
聖
日
に
ち
な

み
真
成
寺
で
は
『
毎
月
二
十
八
日
は
祈
り

の
日
』
と
し
て
、
団
扇
太
鼓
を
打
ち
な
が

ら
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
唱
え
平
和
を

祈
っ
て
い
ま
す
。 

そ
ん
な
事
を
考
え
て
い
た
ら
、
今
回
被

災
さ
れ
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
四
十
九

日
忌
に
当
た
る
の
が
、
な
ん
と
、
日
蓮
聖

人
が
立
教
開
宗
さ
れ
た
『
四
月
二
十
八
日
』

と
同
日
だ
っ
た
の
で
す
。
偶
然
に
し
て
は
、

何
か
神
仏
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
様
な
気

も
致
し
ま
す
。 

ま
た
、
日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
で
昭

和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
八
月
降
伏
し
、

敗
戦
国
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
属
国
と
な

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
は
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
を
締
結
し
、
昭
和
二

十
六
（
一
九
五
一
）
年
の
九
月
に
調
印
、

翌
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日
発
効
、

占
領
が
終
結
し
ま
し
た
。 

 

 

つ
ま
り
、
日
本
が
独
立
宣
言
を
し
て
復
権

を
回
復
し
、
占
領
国
か
ら
晴
れ
て
独
立
国
と

認
め
ら
れ
た
の
が
、
こ
れ
が
奇
し
く
も
『
四

月
二
十
八
日
』
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら

の
符
合
は
『
た
ま
た
ま
の
偶
然
』
、
と
い
う
事

で
片
付
け
て
は
い
け
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

私
は
敢
え
て
言
い
ま
す
、
神
仏
様
や
日
蓮
聖

人
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
、
断
言
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

と
こ
ろ
で
『
立
教
開
宗
』
と
は
何
で
し
ょ

う
か
？
千
葉
県
は
清
澄
山
頂
よ
り
、
昇
り
来

る
旭
日
に
向
か
っ
て
日
蓮
聖
人
が
、『
南
無
妙

法
蓮
華
経
』
と
声
高
に
唱
え
、『
我
日
本
の
柱

と
な
ら
む
。
我
日
本
の
眼
目
と
な
ら
む
。
我

日
本
の
大
船
と
な
ら
む
…
云
々
』
と
、
立
教

の
宣
言
と
伝
道
の
誓
願
を
立
て
、
名
前
を
『
日

蓮
』
と
改
名
さ
れ
た
の
で
す
。
ま
た
、
こ
の

瞬
間
を
も
っ
て
法
華
経
を

上
の
教
え
と
仰

ぎ
信
仰
す
る
宗
派
、
日
蓮
宗
が
創
設
さ
れ
る

き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
さ
に
読
ん
で
字
の
如
く
『
教
え
を
立
て
宗

派
を
開
く
＝
立
教
開
宗
』
と
な
り
ま
す
。
日

蓮
聖
人
は
こ
の
時
、
三
十
二
歳
。
法
華
経
に

全
て
の
答
え
が
あ
る
と
確
信
を
得
た
日
蓮
聖

人
は
、
こ
の
宣
言
を
境
に
、
求
道
者
か
ら
救

済
者
へ
と
な
っ
て
い
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

※
当
初
日
蓮
聖
人
自
身
は
、『
日
蓮
宗
』
と
い

う
宗
派
を
創
設
す
る
つ
も
り
は
無
く
、
現
在 

 

 

に
ま
で
い
た
る
私
達
の
『
日
蓮
宗
』
は
、
後

の
弟
子
達
に
よ
っ
て
組
織
作
ら
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
聖
人
ご
自
身
と
す
れ

ば
、
あ
く
ま
で
法
華
経
と
い
う
教
え
を
、
一

人
で
も
多
く
の
方
々
に
伝
え
、
信
仰
し
て
頂

く
事
が
、
日
本
人
の
精
神
を
改
心
す
る
こ
と

に
な
り
、
ひ
い
て
は
国
全
体
が
安
穏
で
平
和

な
場
所
（
極
楽
世
界
）
に
な
る
も
の
と
い
う

強
い
確
信
と
も
言
え
る
様
な
信
念
が
、
発
心

と
な
っ
た
誓
願
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
も
そ
も
日
蓮
聖
人
は
、
な
ぜ
に
『
ご
自

分
が
日
本
の
旗
印
に
な
ろ
う
』
と
宣
誓
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
？
当
時
の
日
本
国
は
大
災

害
、
天
変
地
異
、
飢
饉
や
内
戦
が
絶
え
る
事

な
く
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
死
者
や
病
人
が

街
中
に
溢
れ
か
え
り
、
ま
さ
に
地
獄
絵
図
さ

な
が
ら
の
光
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
と

い
う
の
で
す
。
そ
ん
な
惨
状
を
目
の
当
た
り

に
さ
れ
る
に
つ
れ
、
日
本
国
に
は
正
し
い
信

仰
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
日

本
国
に
餓
鬼
畜
生
の
類
が
は
び
こ
り
、
心
身

共
に
廃
墟
と
化
し
て
し
ま
う
。
つ
き
ま
し
て

は
正
し
い
信
仰
理
解
を
も
っ
て
、
人
間
と
人

間
は
勿
論
の
こ
と
、
天
も
地
も
人
も
、
天
地

自
然
が
法
華
経
信
仰
の
力
で
大
調
和
さ
せ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
法
華
経
の
功
徳
を
も
っ

て
、
天
変
地
異
な
ど
の
自
然
災
害
や
、
自
分

さ
え
良
け
れ
ば
そ
れ
で
良
い
と
い
う
為
政
者 

 

 

の
慢
心
な
精
神
を
戒
め
て
い
こ
う
…
と
覚 

悟
さ
れ
ま
し
た
。
天
地
神
仏
の
為
、
国
土 

国
民
の
為
に
、
命
を
懸
け
て
国
の
柱
や
眼 

目
や
大
船
の
船
頭
に
な
っ
て
皆
を
導
い
て 

い
こ
う
と
い
う
大
慈
悲
心
か
ら
、
か
つ
て 

の
『
四
月
二
十
八
日
』
の
旭
日
に
向
か
っ 

て
誓
願
さ
れ
た
姿
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま 

し
た
。 

現
在
、
日
本
国
は
「
東
北
関
東
大
震
災
」

や
「
想
像
を
超
え
る
大
津
波
」
に
始
ま
り
、

「
福
島
原
発
事
故
」
の
二
次
災
害
、
三
次 

災
害
と
続
き
、
政
財
官
界
の
頼
り
な
さ
等 

を
見
る
に
つ
け
、
私
達
一
人
一
人
が
シ
ッ 

カ
リ
と
し
た
精
神
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
と
い
う
思
い
に
な
り
ま
す
。 

日
蓮
聖
人
が
立
教
開
宗
さ
れ
た
当
時
の 

鎌
倉
時
代
の
惨
状
と
、
い
ま
私
達
が
直
面 

し
て
い
る
時
代
の
惨
状
に
は
、
酷
似
し
て 

い
る
点
も
多
々
あ
り
ま
す
。 

振
り
返
れ
ば
、
今
回
の
東
北
か
ら
北
関 

東
に
及
ぶ
大
津
波
の
猛
威
は
、
街
も
村
も 

根
こ
そ
ぎ
に
飲
み
込
み
、
ま
さ
に
空
爆
下 

の
イ
ラ
ク
や
ア
フ
ガ
ン
の
そ
れ
と
同
じ
で 

し
た
。
三
万
人
に
及
ば
ん
と
す
る
死
者
の 

数
も
、
近
代
戦
の
無
差
別
な
殺
戮
（
さ
つ
り
く
）

と
相
等
し
い
も
の
で
し
た
。
老
人
も
乳
幼 

児
も
区
別
な
く
殺
す
皆
殺
し
戦
争
の
姿
そ 

の
も
の
だ
っ
た
。
肉
親
と
友
人
知
己
の
絆 

 

主
体
を
明
ら
か
に 

 
～
四
月
二
十
八
日
と
い
う
因
縁
～ 

 



 
を
一
瞬
に
し
て
断
ち
切
り
、
人
々
の
共
生

の
空
間
を
破
壊
し
去
っ
た
。
戦
争
と
地
震

の
違
い
は
、
人
為
と
自
然
の
力
の
相
違
で

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
古
来
人
々
は
、
自
然

の
も
た
ら
す
災
害
を
通
し
て
、
そ
れ
を
超

越
的
な
る
意
志
の
働
き
と
み
な
し
て
、
人

為
へ
の
反
省
や
教
訓
と
し
て
受
け
と
め
て

き
ま
し
た
。
私
に
は
こ
の
事
態
を
「
仏
教

者
と
し
て
」
い
か
に
受
け
止
め
る
べ
き
か
、

と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

現
実
と
向
き
合
う
時
、
ま
ず
は
事
態
認
識

の
「
主
体
」
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
事
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。 

と
言
う
の
も
、
新
聞
各
紙
、
雑
誌
や
マ
ス

コ
ミ
等
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
冒
頭
「
謹
ん

で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
」
と
述
べ
、
犠

牲
者
の
遺
族
へ
の
お
悔
や
み
の
言
葉
が
形

式
通
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
後
段
そ
れ
ぞ

れ
が
災
害
に
当
た
っ
て
被
災
し
た
人
々
と

の
悲
嘆
の
共
有
を
語
り
、
被
災
者
を
励
ま

し
、
残
さ
れ
た
人
々
へ
の
救
援
を
誓
う
事

で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
は
、
被
災
者
に
対
し
て
は
勿
論
大

切
な
事
で
す
。
し
か
し
も
う
一
歩
踏
み
込

む
と
見
え
て
く
る
の
が
、
「
生
き
た
い
」
・

「
生
き
よ
う
」
と
す
る
意
志
と
希
望
を
断

ち
切
ら
れ
踏
み
に
じ
ら
れ
た
「
死
者
」
こ

そ
が
、
こ
の
災
害
の

大
の
犠
牲
者
で
あ 
 

 

り
、
問
題
を
担
う
べ
き
主
体
で
あ
る
事
が
忘

れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
生

き
残
っ
た
人
々
へ
真
の
励
ま
し
を
送
っ
て
い

る
主
体
は
、
被
災
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
私
達

で
あ
る
わ
け
が
な
く
、
失
わ
れ
た
故
郷
の
大

地
に
魂
を
と
ど
め
た
死
者
こ
そ
が
、
肉
親
縁

者
を
は
じ
め
人
々
へ
向
か
っ
て
我
が
身
に
替

わ
っ
て
「
生
き
よ
！
」
と
呼
び
か
け
て
い
る

様
に
感
じ
ま
す
。
つ
ま
り
今
回
の
大
災
害
の

全
容
を
受
け
止
め
、
事
柄
の
隅
々
ま
で
を
引

き
受
け
て
い
る
の
は
数
知
れ
ぬ
死
者
達
だ
ろ

う
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
想
い
を
引
き
受
け

て
い
く
事
こ
そ
が
、
真
実
の
哀
悼
で
あ
り
、

仏
様
の
教
え
る
真
の
「
回
向
」
と
言
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

今
回
の
災
害
は
「
現
代
の
文
明
」
な
る
も

の
に
挑
ま
れ
た
自
然
の
「
怒
り
」
で
あ
っ
た

と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
自
然
が
向
か

っ
た
「
怒
り
」
の
発
動
犠
牲
と
な
っ
た
の
は

「
無
辜(

む
こ)

＝
無
罪
」
の
民
で
し
た
。
こ
の

不
合
理
を
埋
め
る
も
の
は
、
仏
教
的
な
る
精

神
、『
法
華
経
』
を
も
っ
て
埋
め
合
わ
す
外
に

無
い
と
思
い
ま
す
。
か
つ
て
日
蓮
聖
人
は
、

自
然
的
災
害
を
人
為
の
も
た
ら
す
も
の
と
捉

え
、
社
会
の
い
だ
く
「
宗
教
的
精
神
」
の
革

正
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
現
代
も
同
じ
で
す
。

『
法
華
経
』
で
《
心
の
エ
ス
テ
》
を
す
る
時

で
す
。『
法
華
経
』
に
は
、
人
生
の
不
安
を
除 

 

 

き
、
永
遠
の
幸
せ
を
感
じ
る
方
法
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
さ
ぁ
皆
で
『
法
華
経
』
を
勉
強

し
ま
し
ょ
う
。
毎
月
『
寺
子
屋
』
で
語
り
合

い
ま
し
ょ
う
。
「
幸
せ
」
は
、
《
な
る
》
こ
と

で
は
な
く
、《
感
じ
る
》
も
の
、《
感
じ
合
う
》

も
の
で
す
。
世
の
中
で
起
こ
る
困
難
こ
そ
が
、

真
に
幸
せ
の
花
を
咲
か
せ
る
芽
で
あ
る
と
信

じ
ま
し
ょ
う
。
法
華
経
の
大
信
仰
者
で
あ
っ

た
宮
澤
賢
治
も
『
世
界
全
体
が
幸
福
に
な
ら

な
け
れ
ば
、
私
個
人
の
幸
せ
は
な
い
』
と
断

言
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
時
だ
か
ら
こ
そ
、

私
達
が
一
丸
と
な
っ
て
協
力
し
、
心
身
共
に

復
興
す
る
姿
が
、
犠
牲
と
な
ら
れ
た
『
死
者
』

に
対
す
る
、
何
よ
り
の
『
回
向
』
に
な
る
も

の
と
確
信
し
ま
す
。 

『
日
本
全
体
の
幸
せ
が
、
私
個
人
の
幸
せ
で

あ
り
、
そ
れ
が
掛
け
替
え
の
な
い

上
の
幸

せ
』
と
い
う
精
神
を
皆
で
共
有
で
き
た
時
に
、

私
達
は
既
に
『
法
華
経
』
を
実
践
し
、
体
現

し
て
い
る
事
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
私

達
一
人
一
人
が
気
持
ち
を
一
つ
に
（
異
体
同

心
）、
復
興
さ
せ
よ
う
『
大
和
魂
＝
調
和
の
心

＝
法
華
経
の
真
髄
』
。
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。 
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