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前
回
、
不
染
亭
を
訪
れ
ま
し

た
の
で
、
引
き
続
き
中
院
の
境

内
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

中
院
は
、
喜
多
院
と
同
じ
く

天
長
七
年
（
八
三
〇
）
に
慈
覚

大
師
円
仁
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ

た
星
野
山
無
量
寿
寺
の
一
院
で

す
。
元
久
年
間
（
一
二
〇
四
~

〇
六
）
に
兵
火
で
荒
廃
し
ま
す

が
、
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）

に
尊
海
僧
正
が
再
興
し
て
談
義

所
で
あ
る
仏
地
院
（
中
院
）
を

興
し
ま
し
た
。
ま
た
、
後
の
喜

多
院
で
あ
る
仏
蔵
院
、
南
院
で

あ
る
多
門
院
も
興
し
ま
す
。
そ

し
て
、正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）

に
関
東
天
台
宗
総
本
山
と
な
り

ま
す
が
、
徳
川
家
か
ら
信
の
篤

い
天
海
僧
正
が
喜
多
院
に
就
く

こ
と
に
よ
り
喜
多
院
が
隆
盛
し

ま
す
。

中
院
の
堂
塔
は
、
寛
永
九

年
（
一
六
三
二
）
に
現
在
の
東

照
宮
の
所
に
建
て
ら
れ
ま
し
た

が
、
同
一
五
年
（
一
六
三
八
）

の
川
越
大
火
で
類
焼
し
、
翌
年

東
照
宮
造
営
の
た
め
、
現
在
地

に
移
り
ま
し
た
。

川
越
総
合
高
校
に
面
し
て

建
つ
大
門
は
、
市
内
有
数
の
規

模
を
誇
り
、
中
院
の
格
の
高
さ

を
知
ら
し
め
て
く
れ
ま
す
。
扉

が
付
く
本
柱
と
背
後
の
控
柱
の

中
間
に
棟
が
の
る
薬
医
門
と
い

う
形
式
で
す
が
、
そ
の
間
に
柱

が
入
る
特
異
な
形
で
す
。
建
て

雁
の
記

（
高
二
十
七
回
）

荒
牧

澄
多

川
越
散
策
日
記

中
院
の
話

ら
れ
た
の
は
改
修
時
に
発
見
さ

れ
た
墨
書
か
ら
、
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
四
月
、
古
谷
本

郷
の
大
工
棟
梁
儀
衛
門
茂
政
に

よ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

本
堂
は
、
縁
起
に
よ
る
と
享

保
六
年
（
一
七
三
三
）
に
造
営

さ
れ
ま
し
た
。
寄
棟
造
り
桟
瓦

葺
き
で
正
面
の
み
縁
が
つ
い
て

い
ま
す
。
ご
本
尊
を
拝
ん
だ
後

に
、
向ゴ
ハ
イ拝
を
見
上
げ
て
み
ま
し

ょ
う
。
正
面
に
は
、
間
口
三
間

の
幅
い
っ
ぱ
い
に
龍
の
彫
り
物

が
入
っ
て
い
ま
す
。
側
面
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
向
拝
柱
と
本

堂
を
つ
な
ぐ
虹
梁
の
上
に
は
、

笈オ
イ
ガ
タ形
を
つ
け
た
大タ
イ
ヘ
イ
ヅ
カ

瓶
束
を
立
て

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
上

に
。
大
斗
と
絵
様
肘
木
で
桁
を

支
え
、
さ
ら
に
、
海
老
虹
梁
と

手タ
バ
サ挟
み
を
配
し
て
い
ま
す
。

鐘
楼
門
は
、
寄
棟
造
り
の
楼

門
で
上
層
に
鐘
を
つ
っ
て
い
ま

す
。
一
八
世
紀
中
ご
ろ
の
建
築

と
推
定
さ
れ
る
簡
素
な
建
物
で

す
。赤

門
は
、
四
脚
門
の
形
式
を

と
る
も
の
の
、
本
柱
が
棟
よ
り

前
に
ず
れ
て
い
ま
す
。
特
徴
的

な
の
は
、
柱
の
風
食
が
甚
だ
し

い
こ
と
で
、
寛
永
の
大
火
で
焼

失
を
免
れ
た
四
〇
〇
年
前
の
も

の
と
の
伝
承
が
あ
り
、
当
時
の

古
材
を
使
っ
て
再
建
さ
れ
た
可

能
性
が
高
い
建
物
で
す
。

な
お
、
境
内
に
は
、「
狭
山

茶
発
祥
之
地
」
の
碑
が
立
っ
て

い
ま
す
。
狭
山
茶
の
基
と
な
っ

た
河
越
茶
は
、
慈
覚
大
師
円
仁

が
京
都
よ
り
茶
の
実
を
境
内
に

植
え
て
薬
用
と
し
て
栽
培
し
た

こ
と
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
南
北
朝
時
代
に
成
立
し

た
「
異イ
セ
イ制
庭テ
イ
キ
ン訓
往オ
ウ
ラ
イ来
」
に
は
、

茶
の
産
地
と
し
て
武
蔵
国
以
北

で
は
唯
一
日
本
五
場
の
ひ
と
つ

し
「
武
蔵
河
越
」
の
名
が
挙
げ

ら
れ
て
い
ま
す

さ
ら
に
、
境
内
に
は
、
前

号
で
ご
紹
介
し
た
島
崎
藤
村
の

義
母
加
藤
み
き
や
川
越
の
地

誌
「
多
濃
武
之
雁
・
宝
暦
三
年

（
一
七
五
三
）」
を
記
し
た
秋
元

家
の
家
臣
の
太
陽
寺
盛
胤
の
墓

所
も
あ
り
ま
す
。

春
は
し
だ
れ
桜
で
有
名
で

す
が
、
新
緑
の
五
月
、
秋
の
紅

葉
も
見
事
で
す
の
で
、
四
季

折
々
に
訪
れ
て
は
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。

参
考

中
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
川

越
の
寺
院
建
築
（
川
越
市
教
育
委
員

会
）
等

中
院
の
大
門

本
堂
縁
の
向
拝

狭
山
茶
発
祥
之
地
の
碑
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百
年
を
迎
え
た
野
球
部

野
球
部
創
部
百
周
年
記
念
式

典
が
ち
ょ
う
ど
百
名
の
参
加
で

盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
小
山

友
清
・
埼
玉
県
高
等
学
校
野
球

連
盟
専
務
理
事
、
松
下
英
志
・

毎
日
新
聞
さ
い
た
ま
支
局
長
を

始
め
と
す
る
多
く
の
ご
来
賓
を

迎
え
祝
辞
を
頂
き
ま
し
た
。

創
部
百
周
年
史
を
来
賓
及
び

申
込
者
に
配
布
し
ま
し
た
。

こ
の
記
念
事
業
は
二
〇
一
三

年
四
月
の
Ｏ
Ｂ
会
役
員
会
に
て

野
球
部

野
球
部
Ｏ
Ｂ
会
会
長

斉
藤

栄
（
高
二
二
回
）

野
球
部
創
部
百
周
年
の
件
が
議

題
に
上
が
り
、
そ
の
準
備
を
役

員
全
員
で
対
応
し
て
い
く
こ
と

が
決
ま
り
ま
し
た
。

百
年
史
作
成
実
行
委
員
会
を

立
ち
上
げ
、
二
〇
一
六
年
十
月

に
第
一
回
実
行
委
員
会
を
開
催

し
、
編
集
作
業
が
本
格
化
し
ま

し
た
。
二
年
の
年
月
を
か
け
て
、

百
年
史
は
完
成
し
ま
し
た

し
か
し
な
が
ら
、
七
十
年
史

の
足
元
に
も
及
ば
ず
、
満
足
な

出
来
と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

百
年
史
刊
行
に
当
た
っ
て
、
八

田
英
二
・
日
本
高
等
学
校
野
球

連
盟
会
長
を
始
め
と
す
る
多
く

の
方
々
に
お
祝
い
の
お
言
葉
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
揮
毫
は
故
渋
谷
健
先

生
（
元
川
越
高
校
校
長
）
の
奥

様
渋
谷
成
子
様
に
お
願
い
し
ま

し
た
。「
健
先
生
も
Ｏ
Ｂ
も
喜
ん

で
く
れ
る
と
思
い
ま
す
」
と
お

話
し
た
と
こ
ろ
、
喜
ん
で
お
引

き
受
け
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま

た
、
編
集
委
員
の
皆
様
の
ご
尽

力
、
ご
努
力
に
よ
り
完
成
す
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

な
お
本
校
は
、
明
治
三
二
年

に
県
西
部
に
第
三
中
学
校
と
し

て
創
立
し
ま
し
た
。
翌
三
三
年

に
は
校
友
会
に
野
球
部
費
が
計

上
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

初
め
て
対
外
試
合
を
行
っ
た

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
を
創

部
の
年
と
し
て
い
ま
す
。

私
と
野
球
部

私
の
在
学
時
の
監
督
は
甲
子

園
出
場
経
験
の
あ
る
故
宮
根
七

郎
先
生
（
高
一
二
）
で
し
た
。

同
期
は
優
秀
な
選
手
が
多
数
入

部
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
厳
し

い
練
習
に
つ
い
て
い
け
ず
最
後

ま
で
残
っ
た
の
は
五
人
で
し
た
。

不
器
用
な
私
は
全
て
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
を
経
験
し
ま
し
た
。
あ

る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
慣
れ
る
と
他

に
移
さ
れ
ま
し
た
。
卒
業
後
、

酒
の
席
で
そ
の
悔
し
さ
を
宮
根

先
生
に
愚
痴
り
ま
し
た
。
監
督

は
「
斉
藤
は
将
来
指
導
者
に
成

る
と
思
っ
て
全
て
を
経
験
さ
せ

た
」
と
答
え
ま
し
た
。
大
学
卒

業
後
、
城
西
川
越
高
校
の
監
督

に
な
っ
た
私
は
こ
の
経
験
を
生

か
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

城
西
で
は
甲
子
園
出
場
時
の

監
督
・
家
村
相
太
郎
さ
ん
（
中

三
四
）
に
ご
指
導
い
た
だ
き
ま

し
た
。
川
越
市
駅
の
近
く
か
ら

落
合
橋
近
く
の
グ
ラ
ン
ド
ま
で

自
転
車
で
来
る
の
は
大
変
き
つ

か
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
家

村
さ
ん
は
「
こ
う
し
な
さ
い
」

と
い
う
指
導
は
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
例
え
ば
投
手
の
ボ
ー
ル
の

握
り
方
に
つ
い
て
「
君
は
今
こ

う
握
っ
て
い
る
が
こ
う
い
う
握

り
、
そ
し
て
、
こ
う
し
た
握
り

と
い
ろ
い
ろ
試
し
て
ご
ら
ん
。

そ
し
て
君
に
一
番
合
う
方
法
を

見
つ
け
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ

た
方
法
で
し
た
。
そ
し
て
選
手

を
褒
め
る
こ
と
に
徹
し
て
い
ま

し
た
。

晩
年
、
お
会
い
し
に
行
き
ま

し
た
。
家
族
か
ら
「
孫
の
こ
と

も
判
ら
な
い
状
態
な
の
で
会
わ

な
い
方
が
良
い
」
と
言
わ
れ
ま

し
た
が
、
会
う
と
「
斉
藤
君
、

元
気
に
な
っ
た
ら
ま
た
グ
ラ
ン

ド
に
行
く
か
ら
ね
」
と
声
を
掛

け
ら
れ
ま
し
た
。
野
球
に
対
す

る
情
熱
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。

春
季
散
策
会  

笠
間
稲
荷
神
社
と
陶
芸
美
術
館

加
島

篤
人

（
高
三
十
四
回
）

六
月
八
日
、
こ
の
日
梅
雨
入

り
と
い
う
こ
と
で
、
薄
曇
り
の

な
か
、
二
十
五
名
の
参
加
で
川

越
を
出
発
、
一
路
笠
間
を
目
指

し
ま
し
た
。

笠
間
と
い
え
ば
、
笠
間
稲
荷

神
社
が
有
名
で
す
。
日
本
三
大

稲
荷
に
数
え
ら
れ
る
（
諸
説
あ

り
ま
す
）
こ
の
神
社
は
、
創
建

が
今
か
ら
約
一
三
五
〇
余
年
も

の
昔
の
六
五
一
年
と
い
わ
れ
て

お
り
、
古
く
か
ら
殖
産
興
業
の

甲
子
園
出
場
の
雄
姿
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発
行
人

会

長

岩
堀

弘
明

事
務
局
長

加
島

篤
人

事
務
局
川
越
市
六
軒
町
一ｰ

三ｰ

十

題
字

吉
沢
翠
亭（
義
和
）

印
刷

（株）
櫻
井
印
刷
所

年
会
費
二
千
円
未
納
の
方
は
、

お
早
め
に
納
入
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
振
込
先
は
欄
外
に
あ

り
ま
す
。

事
務
局
か
ら
の
お
願
い

守
り
神
と
し
て
崇
拝
を
集
め
て

い
ま
す
。
事
務
局
で
こ
の
旅
を

計
画
し
、
二
月
に
皆
様
に
要
項

を
お
知
ら
せ
し
た
時
点
で
は
知

る
よ
し
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

会
の
仲
間
で
、
高
八
回
の
三
重

正
宏
さ
ん
が
、
笠
間
稲
荷
神
社

の
塙
宮
司
と
従
兄
弟
同
士
と
い

う
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
三

重
さ
ん
に
は
、
事
前
下
見
に
も

同
行
し
て
頂
き
、
こ
の
旅
へ
の

便
宜
を
図
っ
て
頂
き
ま
し
た
。

十
一
時
前
に
は
笠
間
稲
荷
神
社

に
到
着
し
、
全
員
で
本
殿
に
昇

ゴ
ル
フ
同
好
会

優
勝
者

田
中

栄

ゴ
ル
フ
同
好
会
幹
事

（
高
二
十
五
回
）

三
月
六
日
に
川
越
カ
ン
ト

リ
ー
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
第

十
五
回
初
雁
会
ゴ
ル
フ
コ
ン
ぺ

本
大
震
災
の
時
に
笠
間
地
域
は

大
変
な
揺
れ
が
襲
い
、
い
く
つ

か
あ
る
鳥
居
が
倒
壊
し
、
ま
だ

す
べ
て
は
元
通
り
に
は
な
っ
て

い
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

神
社
を
後
に
し
て
、
隣
接
す

る
蕎
麦
屋
で
昼
食
を
取
り
な
が

ら
の
懇
親
会
を
行
い
、
再
び
バ

ス
に
乗
車
し
て
茨
城
県
陶
芸
美

術
館
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

笠
間
と
言
え
ば
も
う
一
つ
の

名
物
は
「
焼
き
物
」
で
す
。
益

子
焼
と
並
び
関
東
有
数
の
陶
芸

の
里
で
あ
る
笠
間
で
す
が
、
江

殿
し
、「
川
越
初
雁
会
」

と
し
て
祈
祷
を
受
け
ま
し

た
。
そ
の
後
別
室
に
案
内

さ
れ
、
精
進
料
理
を
頂
き
、

塙
宮
司
よ
り
ビ
ー
ル
を
頂

き
な
が
ら
の
講
話
を
お
聞

か
せ
頂
き
ま
し
た
。

少
々
雨
が
降
る
な
か
、

境
内
を
太
田
権
宮
司
の
案

内
で
散
策
し
ま
し
た
。
神

社
の
本
殿
は
江
戸
時
代
か

ら
の
古
い
建
造
物
で
、
微

細
な
彫
刻
が
印
象
的
で
し

た
。
ま
た
八
年
前
の
東
日

笠間稲荷にて

戸
時
代
中
期
に
信
楽
か
ら
来
た

陶
工
が
窯
を
開
い
た
の
が
始
め

と
さ
れ
て
お
り
、
歴
代
の
笠
間

藩
主
の
庇
護
の
も
と
、
発
展
し

た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
現
在
も

官
民
一
体
と
な
っ
て
、
若
手
の

陶
工
を
支
援
し
て
お
り
、
大
き

な
窯
元
は
十
軒
、
小
さ
い
の
を

含
め
る
と
約
二
百
五
十
も
の
窯

元
が
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。

陶
芸
の
里
の
中
心
に
あ
る
の

が
、
今
回
訪
れ
た
茨
城
県
陶
芸

美
術
館
で
す
。
展
示
の
中
心
は
、

笠
間
が
生
ん
だ
名
工
・
松
井
康

成
と
板
谷
波
山
の
作
品
で
、
色

彩
豊
か
な
松
井
、
気
品
の
あ
る

波
山
、
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま

し
た
。
陶
芸
の
歴
史
、
伝
統
、

近
代
と
を
充
分
に
体
験
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

十
六
回
コ
ン
ペ
の
ご
案
内

日
時令

和
元
年
十
月
三
日
（
木
）

に
優
勝
さ
せ

て
頂
き
ま
し

た
。
コ
ン
ペ

運
営
に
い
つ

も
尽
力
く
だ

さ
る
担
当
の

皆
様
に
は
、

大
変
お
世
話

に
な
り
厚
く

御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

運
よ
く
優

勝
で
き
ま
し

た
の
は
、
白
田
様
、
田
島
様
と

パ
ー
ト
ナ
ー
に
恵
ま
れ
日
楽
し

く
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
ゴ
ル
フ
が

出
来
ま
し
た
こ
と
、
ま
た
新
ペ

リ
ア
の
ハ
ン
デ
キ
ャ
ッ
プ
に
も

恵
ま
れ
た
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

平
成
最
後
の
コ
ン
ペ
に
優
勝
で

き
ま
し
た
こ
と
、
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

集
合八

時
十
五
分

八
時
五
十
六
分
ス
タ
ー
ト

場
所川

越
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

会
費四

千
円
（
パ
ー
テ
ィ
ー
費
）

プ
レ
ー
費
は
各
自
精
算

返
信
期
日

九
月
十
日
ま
で
に

葉
書
に
て
返
信
く
だ
さ
い
。

今
回
か
ら
往
復
葉
書
の
送
信
は

中
止
し
ま
し
た
の
で
、
各
自
葉

書
を
用
意
し
て
い
た
だ
い
て
、

〒
３
５
０

１
１
２
２

川
越
市
脇
田
町
十
七
の
十

松
本

寛
宛
に
郵
送
く
だ
さ

い
。

松
本

寛
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