
中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

①

／
御
書
学
三
篇
（
背
景
編
）

問

次
の
文
は
、
今
年
の
御
書
学
習
会
で
学
習
し
た｢

開
目
抄｣

･
｢

顕
仏
未
来
記｣

･
｢

四
条
金
吾
殿
御
消
息｣

が
著
わ
さ
れ
た
背
景

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
文
中
の
ア

～
タ

に
は
適
当
な
言
葉
を
、

に
は
三
篇
の
御
書
の

い
ず
れ
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

文
応
元
年
七
月
、
大
聖
人
は
『
ア

立
正
安
国
論

』
を
も
っ
て
幕
府
を
諌(

い
さ)

め
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
聞
き
入
れ

る
ど
こ
ろ
か
、
翌
八
月
に
は
イ

松
葉
ヶ
谷

の
草
庵
を
焼
き
打
ち
に
し
、
翌
弘
長
元
年
五
月
に
は
ウ

伊
豆

の

エ

伊
東

へ
流
罪
し
た
の
で
あ
る
。
弘
長
三
年
に
な
っ
て
、
大
聖
人
は
赦(

ゆ
る)

さ
れ
て
鎌
倉
へ
帰
ら
れ
た
が
、
翌
文
永
元
年
十

一
月
、
安
房
の
オ

小
松
原

で
傷
を
負
う
な
ど
、
大
聖
人
に
対
す
る
迫
害
は
激
し
く
な
る
一
方
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
文
永
八
年
九
月
十
日
、
日
ご
ろ
大
聖
人
を
最
も
憎
ん
で
い
た
カ

平
左
衛
門
尉

頼
綱
が
執
権
職
代
理
と
し
て
、

幕
府
の
奉
行
所
に
呼
び
出
し
、
前
執
権
で
あ
っ
た
北
条
時
頼
・
重
時
を
「
無
間
地
獄
に
お
ち
た
」
と
い
い
ふ
ら
し
て
い
る
と

の
嫌
疑
で
取
り
調
べ
を
行
っ
た
。
大
聖
人
は
カ

平
左
衛
門
尉

に
向
か
っ
て
厳
然
と
諌(

い
ま
し)

め
ら
れ
、
迫
り
来
る
国
難
に
あ

た
っ
て
覚
醒
を
求
め
ら
れ
た
が
、
カ

平
左
衛
門
尉

は
も
の
狂
い
の
よ
う
に
聞
こ
う
と
す
ら
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

翌
々
日
の
九
月
キ

十
二

日
、
再
度
の
反
省
を
求
め
て
著
わ
さ
れ
た
御
書
状
が
『
一
昨
日
御
書
』
で
あ
る
。

こ
れ
で
ま
す
ま
す
怒
り
に
狂
っ
た
カ

平
左
衛
門
尉

は
数
百
人
の
家
来
を
引
き
連
れ
て
、
イ

松
葉
ヶ
谷

の
草
庵
に
押
し
入

り
大
聖
人
を
捕
え
、
そ
の
際
少
輔
房
が
法
華
経
第
五
の
巻
で
大
聖
人
の
頭
を
打
ち
す
え
た
の
で
あ
る
。

キ

十
二

日
夜
半
、
大
聖
人
は
ク

竜
の
口

へ
と
向
か
わ
れ
、
頸
の
座
に
の
ぞ
ま
れ
る
。

途
中
、
由
比
ヶ
浜
か
ら
お
供
し
た
の
は
『

開

目

抄

』
の
対
告
衆
と
な
っ
た
ケ

四
条
金
吾

で
あ
る
。

翌
日
、
大
聖
人
は
ひ
と
ま
ず
相
模
国
依
智
の
本
間
六
郎
左
衛
門
の
館
に
移
さ
れ
こ
と
に
な
る
。

こ
の
約
二
十
日
間
の
滞
在
中
に
著
わ
さ
れ
た
の
が
『

四
条
金
吾
殿
御
消
息

』
で
あ
る
。

ク

竜
の
口

の
斬
罪
に
つ
い
て
は
、
カ

平
左
衛
門
尉

が
独
断
で
行
っ
た
も
の
で
、
こ
の
間
、
執
権
コ

北
条
時
宗

は
大
聖

人
の
無
罪
を
認
め
、
刑
の
執
行
の
中
止
を
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
聖
人
が
本
間
邸
に
滞
在
中
、
鎌
倉
で
火
つ
け
や
人

殺
し
が
相
次
ぎ
、
こ
れ
は
大
聖
人
の
弟
子
た
ち
の
仕
業
で
あ
る
と
、
念
仏
者
た
ち
が
幕
府
に
讒
言(

ざ
ん
げ
ん)

し
た
た
め
、
再
び

弾
圧
の
手
が
弟
子･

信
者
に
及
び
、
大
聖
人
に
対
し
て
も
サ

佐
渡

流
罪
が
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

十
月
十
日
に
依
智
を
発
ち
、
二
十
八
日
サ

佐
渡

到
着
、
十
一
月
一
日
サ

佐
渡

の
シ

塚
原

三
昧
堂
に
入
ら
れ
た
。

サ

佐
渡

で
の
生
活
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
火
の
気
な
ど
あ
り
よ
う
も
な
い
厳
寒
で
あ
る
。
監
視
も
厳
し

く
、
弟
子
た
ち
も
大
聖
人
の
も
と
に
行
く
こ
と
も
至
難
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
た
だ
お
一
人
大
聖
人
の
お
供
を
さ
れ

た
の
が
ス

日
興
上
人

で
あ
る
。
一
度
流
罪
さ
れ
れ
ば
、
と
う
て
い
生
き
て
は
帰
れ
ぬ
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
さ

に
、
死
罪
同
様
な
の
で
あ
る
。

サ

佐
渡

は
元
々
念
仏
者
の
国
土
で
、
大
聖
人
の
命
を
つ
け
狙
う
者
も
お
り
、
そ
の
一
人
が
「
念
仏
無
間
の
わ
け
を
い
え
」

と
詰
め
寄
り
、
逆
に
論
破
さ
れ
、
念
仏
を
捨
て
た
の
が
セ

阿
仏
房

で
あ
る
。

翌
一
月
十
六
日
に
は
、
サ

佐
渡

の
周
り
の
国
々
か
ら
念
仏
・
真
言
な
ど
の
僧
が
集
ま
っ
て
の
シ

塚
原

問
答
が
行
わ
れ

た
。
大
聖
人
は
次
々
と
破
折
さ
れ
、
そ
の
場
で
邪
信
を
捨
て
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
念
仏
者
た
ち
は
鎌
倉
の
役
人
を
通
し
、
「
大
聖
人
の
弟
子
に
な
っ
た
者
は
国
を
追
い
出
し
、
牢
に
入
れ

よ
」
と
の
下
知
を
出
さ
せ
る
と
い
う
陰
険
な
手
段
に
さ
え
出
た
の
で
あ
る
。

同
年
二
月
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
著
わ
さ
れ
た
の
が
『

開

目

抄

』
で
あ
る
。

さ
ら
に
同
じ
頃
、
か
ね
て
か
ら
大
聖
人
が
『
ア

立
正
安
国
論

』
で
予
言
さ
れ
て
い
た
ソ

自
界
叛
逆

難
が
現
実
に
起
き

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
世
に
い
う
「
二
月
騒
動(

北
条
時
輔
と
き
す
け

の
乱)

」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
聖
人
の
予
言
が
事
実
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
こ
と
に
幕
府
は
恐
れ
を
な
し
、
捕
え
て
牢
に
入
れ
て
い
た
大
聖

人
の
弟
子
・
信
者
た
ち
を
放
免
す
る
一
方
、
四
月
に
は
大
聖
人
を
シ

塚
原

三
昧
堂
か
ら
タ

一
谷

に
移
す
よ
う
に
命
じ
て

い
る
。
こ
れ
以
来
、
大
聖
人
へ
の
監
視
も
以
前
よ
り
軽
く
な
っ
た
。

翌
文
永
十
年
五
月
、
こ
の
タ

一
谷

で
著
わ
さ
れ
た
の
が
『

顕
仏
未
来
記

』
と
『
如
説
修
行
抄
』
で
あ
る
。

そ
し
て
、
翌
文
永
十
一
年
二
月
に
は
、
つ
い
に
赦
免
と
な
り
、
三
月
二
十
六
日
に
鎌
倉
に
無
事
に
帰
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

【
参
考
資
料
／
日
蓮
大
聖
人
御
書
講
義

第
二
巻
・
第
七
巻

作
／
孔

寛
司
】



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

②

／
顕
仏
未
来
記
（
大
意
編
）

問

次
の
文
は
、
今
年
四
月
の
御
書
学
習
会
で
学
習
し
た｢

顕
仏
未
来
記｣

の
大
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

文
中
の
ア

～
テ

に
あ
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
答
え
な
さ
い
。

「
ア

仏

の
イ

未
来
記

を
ウ

顕

す
」
と
の
題
号
の
通
り
、
ま
ず
大
聖
人
が
エ

釈
尊

の
イ

未
来
記

の
こ
と
ご
と
く
を

実
証
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、
御
自
身
が
末
法
の
オ

御
本
仏

で
あ
る
こ
と
を
大
確
信
を
も
っ
て
宣
言
せ
ら
れ
、
さ
ら
に

大
聖
人
御
自
身
の
イ

未
来
記

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
抄
は
、
大
要
次
の
よ
う
に
七
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
、
釈
尊
の
未
来
記
を
あ
げ
る

（
御
書
全
集
五
〇
五
㌻
始
～
五
〇
六
㌻
一
行
）

②
、
末
法
の
留
難
を
明
か
す

（
御
書
全
集
五
〇
六
㌻
二
行
～
五
〇
六
㌻
一
二
行
）

③
、
本
門
の
本
尊
の
流
布
を
明
か
す

（
御
書
全
集
五
〇
六
㌻
十
三
行
～
五
〇
七
㌻
九
行
）

④
、
末
法
の
御
本
仏
を
明
か
す

（
御
書
全
集
五
〇
七
㌻
一
〇
行
～
五
〇
七
㌻
一
八
行
）

⑤
、
月
氏
・
漢
土
に
仏
法
な
き
を
明
か
す

（
御
書
全
集
五
〇
八
㌻
一
行
～
五
〇
八
㌻
一
〇
行
）

⑥
、
御
本
仏
の
未
来
記
を
明
か
す

（
御
書
全
集
五
〇
八
㌻
一
〇
行
～
五
〇
九
㌻
二
行
）

⑦
、
妙
法
流
布
の
方
軌
を
示
す

（
御
書
全
集
五
〇
九
㌻
二
行
～
五
〇
九
㌻
終
）

①
に
つ
い
て
、
後
の
五
百
歳
に
は
正
法
が
一
閻
浮
提
に
広
宣
流
布
し
て
い
く
と
説
い
た
法
華
経
カ

薬
王

菩
薩
本
事
品(

第

二
十
三)

の
未
来
記
の
経
文
を
引
か
れ
て
、
キ

正
像

時
代
に
生
ま
れ
合
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
歎(

な
げ)

い
て
お
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
次
の
段
で
、
ク

末
法

に
生
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
カ

薬
王

品
の
真
実
の
文
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
心
か
ら
喜

ば
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
像
法
の
教
主
ケ

天
台

・
コ

伝
教

が
、
末
法
の
始
め
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
い
慕
っ
て
い
る
と

の
釈
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
、
時
代
の
比
較
に
よ
っ
て
、
ま
た
身
に
備
わ
っ
た
果
報
か
ら
見
れ
ば
ク

末
法

が
キ

正
像

よ
り
勝
れ

て
い
る
と
、
大
聖
人
は
仰
せ
に
な
ら
れ
て
い
る

②
に
つ
い
て
、
「
猶
多
怨
嫉
・
況
滅
度
後
」
の
法
華
経
サ

法
師

品(

第
十)

の
経
文
を
あ
げ
、
ク

末
法

の
法
華
経
の
行
者

に
必
ず
留
難(

る
な
ん)

が
あ
る
こ
と
を
仏
説
お
よ
び
論
釈
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
。

③
に
つ
い
て
、
ク

末
法

の
衆
生
が
エ

釈
尊

の
仏
法
に
結
縁
が
な
い
こ
と
を
論
じ
、
ま
さ
に
エ

釈
尊

の
仏
法
が
穏
没
（
シ

白
法

穏
没
）
し
、
仏
法
が
雑
乱
し
た
時(

闘
諍
堅
固)

こ
そ
、
必
ず
仏
の
本
眷
属
た
る
ス

地
涌

の
菩
薩
が
ク

末
法

の
法
華

経
の
行
者
と
し
て
出
現
し
て
諸
天
の
加
護
を
受
け
、
本
門
の
本
尊
・
セ

妙
法
蓮
華
経

の
五
字
が
広
宣
流
布
す
る
こ
と
を
、

不
軽
菩
薩
の
例
を
あ
げ
て
述
べ
て
い
る
。

④
に
つ
い
て
、
先
の
法
華
経
サ

法
師

品
や
ソ

勧
持

品(

第
十
三)

の｢

及
加
刀
杖｣

・｢

数
数
見
擯
出｣

、
安
楽
行
品(

第
十

四)

、
不
軽
品(

常
不
軽
菩
薩
品
第
二
十)

等
の
経
文
に
符
合
す
る
も
の
は
大
聖
人
よ
り
他
に
い
な
い
。
そ
し
て
法
華
経
の
行
者

で
あ
る
大
聖
人
を
誹
謗
す
る
こ
と
は
、
仏
の
イ

未
来
記

を
虚
妄(

こ
も
う)

に
す
る
も
の
で
、
大
悪
人
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。

⑤
に
つ
い
て
、
最
初
に
二
つ
の
例
を
示
し
、
法
華
経
の
行
者
は
大
聖
人
の
み
で
あ
る
と
し
、
ま
た
月
は
西
か
ら
出
て
東
を

照
ら
し
、
日
は
東
か
ら
出
て
西
を
照
ら
す
た
と
え(

タ

仏
法
西
還

)

か
ら
、
キ

正
像

と
ク

末
法

の
仏
法
の
流
布
の
ち
が
い

を
論
じ
、
月
氏(

イ
ン
ド)

や
漢
度(

中
国)

に
仏
法
が
な
い
こ
と
を
導
い
て
い
る
。

⑥
に
つ
い
て
、
仏
の
誕
生
の
時
・
仏
が
法
を
説
く
時
・
仏
が
入
滅
す
る
時
の
諸
瑞
相
よ
り
も
大
聖
人
の
瑞
相
の
方
が
は
る

か
に
大
き
い
こ
と
か
ら
、
ク

末
法

に
三
大
秘
法
の
仏
法
が
興
隆
す
べ
き
こ
と
を
現
証
を
も
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

正
嘉
年
中
か
ら
続
い
て
い
る
天
変
地
妖
は
世
間
一
般
の
吉
凶
の
瑞
相
で
は
な
く
、
大
仏
法
が
興
隆
し
、
釈
尊
の
仏
法
が
廃(

す

た)

れ
る
と
い
う
瑞
相
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

⑦
に
つ
い
て
、
チ

竜
の
口
法
難

か
ら
ツ

佐
渡
流
罪

に
い
た
る
三
年
間
の
死
を
も
御
覚
悟
さ
れ
た
状
況
で
あ
る
が
故
に
、

門
弟
に
一
切
を
託
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
御
自
身
を
凡
夫
と
し
て
、
末
法
の
衆
生
と
し
て
の
大
慈
悲
の
心
境
を
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
る
後
に
門
弟
に
対
し
て
、
仏
説
の
テ

六
難
九
易

を
身
で
読
ま
れ
た
こ
と
を
示
唆
さ
れ
、
コ

伝
教

大
師
の

釈
を
引
か
れ
、
広
宣
流
布
の
実
践
を
強
調
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
ク

末
法

の
法
華
経
の
行
者
は
大
聖
人
以

外
い
な
い
と
繰
り
返
さ
れ
、
結
ば
れ
て
い
る
。
本
抄
の
元
意
は
、
一
往
、
大
聖
人
の
門
弟
に
対
す
る
遺
命
の
書
で
は
あ
る
が
、

再
往
、
化
儀
の
広
宣
流
布
の
た
め
に
不
惜
身
命
の
精
神
を
も
つ
者
に
対
す
る
遺
命
の
書
で
あ
る
と
い
え
る
。

【
参
考
資
料
／
日
蓮
大
聖
人
御
書
講
義

第
七
巻

作
／
孔

寛
司
】



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

④

／
四
条
金
吾
殿
御
消
息
（
大
意
編
）

問

次
の
文
は
、
今
年
六
月
の
御
書
学
習
会
で
学
習
し
た｢

四
条
金
吾
殿
御
消
息｣

の
大
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

文
中
の
ア

～
ス

に
あ
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
答
え
な
さ
い
。

本
抄
は
ア

文
永
八

年

九

月
二
十
一
日
、
イ

竜
の
口

の

法
難

の
後
、
相
模
国
依
智
の
ウ

本
間

六
郎
左
衛
門
の
館
に
滞
在
さ
れ

て
い
た
時
、
四
条
金
吾
に
宛
て
ら
れ
た
お
手
紙
で
す
。
ま
た
、
竜
の
口
で
エ

発
迹
顕
本

さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
竜

口
御
書
』
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
イ

竜
の
口

の

法
難

は
、
大
聖
人
と
の
祈
雨
の
対
決
に
敗
れ
て
怨
み
を
抱
い
た
オ

極
楽
寺
良
観

が
、
鎌
倉
の
高
僧
た
ち

と
結
託
し
て
幕
府
の
要
人
な
ど
に
種
々
の
讒
言
を
行
い
、
訴
訟
沙
汰
を
起
こ
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

｢

六
月
十
八
日
よ
り
七
月
四
日
ま
で
良
観
が
雨
の

い
の(

祈)

り
し
て
日
蓮
に
支
へ
ら
れ
て
ふ
ら
し
か
ね
・
あ
せ(

汗)

を
な
が
し
・
な
ん

だ(

涙)

の
み
下(

く
だ)

し
て
雨
ふ
ら
ざ
り
し
上
・
逆
風
ひ
ま
な
く
て
あ
り
し
事
・
三
度
ま
で
・
つ
か
ひ(

使
者)

を
つ
か
わ
し
て
一
丈
の

ほ
り

(

堀)

を
こ
へ
ぬ
も
の
十
丈
・
二
十
丈
の
ほ
り
を
・
こ
う
べ
き
か
（
中
略
）
い
か
に
二
百
五
十
戒
の
人
人
・
百
千
人
あ
つ
ま
り
て
七
日
二
七
日

せ
め
さ
せ
給
う
に
雨
の
下(

ふ)

ら
ざ
る
上
に
大
風
は
吹
き
候
ぞ
、
こ
れ
を
も
つ
て
存
ぜ
さ
せ
給
へ
各
各
の
往
生
は
叶
う
ま
じ
き
ぞ
と
せ
め
ら

れ
て
良
観
が
な
き
し
事
・
人
人
に
つ
き
て
讒(

ざ
ん)

せ
し
事
・
一
一
に
申
せ
し
か
ば
、
平
左
衛
門
尉
等

か
た
う
ど(

方
人)

し
・
か
な
へ
ず

し
て
・
つ
ま(

詰)

り

ふ(

伏)

し
し
事
ど
も
は
し
げ
け
れ
ば
か
か
ず｣

（
種
種
御
振
舞
御
書･

御
書
全
集
九
一
二
㌻
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

初
め
の
段
で
は
、
イ

竜
の
口

の

法
難

の
際
、
殉
教
の
覚
悟
で
大
聖
人
に
従
っ
た
四
条
金
吾
と
の
不
思
議
な
師
弟
の
縁
を
述
べ
ら
れ
、

大
聖
人
が
カ

法
華
経

の

行
者

と
し
て
命
を
捨
て
よ
う
と
し
た
竜
の
口
を
は
じ
め
、
大
聖
人
が
難
に
遭
わ
れ
た
所
は
全
て
キ

仏
土

で

あ
る
と
し
て
法
華
経
ク

方
便
品

の
経
文
を
引
か
れ
、
イ

竜
の
口

の

法
難

に
お
い
て
、
ケ

末
法

の

御
本
仏

と
い
う
本
地
を
大
聖

人
が
顕
さ
れ
た
こ
と(

エ

発
迹
顕
本

)

を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
の
よ
う
す
は
「
種
種
御
振
舞
御
書
」
で
「
左
衛
門
尉
・
兄
弟
四
人
・
馬
の
口
に
と
り
つ
き
て
・
こ
し
ご
へ(

腰
越)

た
つ(

竜)

の

口
に
ゆ
き
ぬ
、
此(

こ
こ)

に
て
ぞ
有
ら
ん
ず
ら
ん
と
・
を
も
う
と
こ
ろ
に
案
に
た
が
は
ず
兵
士(
つ
わ
も
の)

ど
も
う
ち
ま
は
り
・
さ
わ
ぎ
し
か

ば
、
左
衛
門
尉
申
す
や
う
只
今
な
り
と

な(

泣)

く
、
日
蓮
申
す
や
う
不
か
く
の
と
の
ば
ら
か
な
・
こ
れ
ほ
ど
の
悦
び
を
ば
・
わ
ら
へ
か
し
、

い
か
に
・
や
く
そ
く(

約
束)

を
ば
・
た
が
へ
ら
る
る
ぞ
と
申
せ
し
時
、
江
の

し
ま(

島)

の
か
た
よ
り
月
の
ご
と
く
・
ひ
か
り
た
る
物
ま
り

(

鞠)

の
や
う
に
て
辰
巳(

た
つ
み)

の
か
た
よ
り
戌
亥(

い
ぬ
い)

の
か
た
へ
・
ひ
か
り
わ
た
る
、
十
二
日
の
夜
の

あ
け
ぐ(

昧
爽)

れ
人
の
面

(

お
も
て)

も
・
み
へ
ざ
り
し
が
物
の
ひ
か
り
月

よ(

夜)

の
や
う
に
て
、
人
人
の
面
も
み
な
み
ゆ
、
太
刀
取
目
く
ら
み
・
た
ふ
れ
臥(

ふ)

し
、

兵
共(

つ
わ
も
の
ど
も)

お
ぢ
怖
れ
・
け
う
さ
め(

興
醒)

て
一
町
計
り
は
せ
の
き
、
或
は
馬
よ
り
・
を
り
て
・
か
し
こ
ま
り
或
は
馬
の
上
に

て
・
う
ず
く(

蹲
踞)

ま
れ
る
も
の
あ
り
、
日
蓮
申
す
や
う
・
い
か
に
と
の
ば
ら
・
か
か
る
大
禍
あ
る
召
人(

め
し
う
ど)
に
は

と
を(

遠)

の
く

ぞ
近
く
打
ち
よ
れ
や
打
ち
よ
れ
や
と
・
た
か
だ
か
と
・
よ
ば
わ
れ
ど
も
・
い
そ
ぎ
よ
る
人
も
な
し
、
さ
て
よ(

夜)

あ
け
ば
・
い
か
に
い
か

に
頸(

く
び)

切(

き
る)

べ
く
は
い
そ
ぎ
切
る
べ
し
夜
明
け
な
ば

み
ぐ
る(

見
苦)

し
か
り
な
ん
と
・
す
す
め
し
か
ど
も
・
と
か
く
の

へ
ん
じ

(

返
事)

も
な
し
」
（
御
書
全
集
九
一
三
～
九
一
四
㌻
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
次
の
段
で
、
コ

四
条
金
吾

の
至
誠
を
称
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
後
の
段
で
、
サ

諸
天
善
神

の

守
護

が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
の
法
華
経
シ

法
師
品

(

第
十)

の
経
文
を
引
か
れ
、
ま
た
、

法
華
経
ス

安
楽
行
品

(

第
十
四)

や(

観
世
音
菩
薩)

普
門
品(

第
二
十
五)

の
経
文
よ
り
、
『
強
盛
の
信
力
』
の
大
切
さ
を
教
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
サ

諸
天
善
神

の

守
護

に
つ
い
て
、
大
聖
人
は
「
八
幡
大
菩
薩
に
最
後
に
申
す
べ
き
事
あ
り
と
て
馬
よ
り
さ
し
を
り
て
高
声
に
申
す

や
う
、
い
か
に
八
幡
大
菩
薩
は

ま
こ
と(

実)

の
神
か
（
中
略
）
今
日
蓮
は
日
本
第
一
の
法
華
経
の
行
者
な
り
其
の
上
身
に
一
分
の
あ
や
ま

ち
な
し
、
日
本
国
の
一
切
衆
生
の
法
華
経
を
謗
じ
て
無
間
大
城
に
お
つ
べ
き
を
・
た
す
け
ん
が
た
め
に
申
す
法
門
な
り
、
又
大
蒙
古
国
よ
り

こ
の
国
を
せ
む
る
な
ら
ば
天
照
太
神
・
正
八
幡
と
て
も
安
穏
に
お
は
す
べ
き
か
、
其
の
上
・
釈
迦
仏
・
法
華
経
を
説
き
給
い
し
か
ば
多
宝
仏
・

十
方
の
諸
仏
・
菩
薩
あ
つ
ま
り
て
日
と
日
と
月
と
月
と
星
と
星
と
鏡
と
鏡
と
を
な
ら
べ
た
る
が
ご
と
く
な
り
し
時
、
無
量
の
諸
天
並
び
に
天

竺
・
漢
土
・
日
本
国
等
の
善
神
・
聖
人
あ
つ
ま
り
た
り
し
時
、
各
各
・
法
華
経
の
行
者
に

を
ろ
か(

疎
略)

な
る
ま
じ
き
由
の
誓
状
ま
い
ら

せ
よ
と
・
せ
め
ら
れ
し
か
ば
一
一
に
御
誓
状
を
立
て
ら
れ
し
ぞ
か
し
、
さ
る
に
て
は
日
蓮
が
申
す
ま
で
も
な
し
・
い
そ
ぎ(

急)

い
そ
ぎ
こ
そ

誓
状
の
宿
題
を

と
げ(

遂)

さ
せ
給
う
べ
き
に
・
い
か
に
此
の
処
に
は
・
を
ち
あ
わ
せ
給
は
ぬ
ぞ
と
・
た
か
だ
か(

高
高)

と
申
す
」（
種
種
御

振
舞
御
書･

御
書
全
集
九
一
二
～
九
一
三
㌻
）
と
、
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
の
八
幡
大
菩
薩
に
向
か
っ
て
厳
し
く
叱
咤
さ
れ
、
こ
の
大
聖
人
の
叱

声
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
の
が
、
あ
ら
ゆ
る
諸
天
善
神
な
の
で
あ
る
。

【
参
考
資
料
／
日
蓮
大
聖
人
御
書
講
義

第
二
十
二
巻

作
／
孔

寛
司
】



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

⑤

／
四
条
金
吾
殿
御
消
息
（
御
文
編
）

次
の
六
月
度
御
書
学
習
会
で
学
習
し
た
「
四
条
金
吾
殿
御
消
息
」
の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

『
度
度
の
御
音
信
申
し
つ
く
し
が
た
く
候
、
さ
て
も
・
さ
て
も
去
る

ア十
二
日
の
難
の
と
き
貴
辺
た
つ
の
く
ち
ま
で
・
つ
れ
さ

せ
給
い
、
し
か
の
み
な
ら
ず

イ腹
を
切
ら
ん
と
仰
せ
ら
れ
し
事
こ
そ

ウ不
思
議
と
も
申
す
ば
か
り
な
け
れ
、
日
蓮
過
去
に
妻
子･

所

領･

眷
属
等
の
故
に
身
命
を
捨
て
し
所
い
く
そ
ば
く
か
・
あ
り
け
む
、
或
は
山
に
す
て
海
に
す
て
或
は
河
或
は
い
そ
等
・
路
の

ほ
と
り
か
、
然
れ
ど
も
法
華
経
の
ゆ
へ
題
目
の
難
に
あ
ら
ざ
れ
ば
捨
て
し
身
も
蒙
る
難
等
も
成
仏
の
た
め
な
ら
ず
、
成
仏
の
た

め
な
ら
ざ
れ
ば
捨
て
し
海
・
河
も
仏
土
に
も
あ
ら
ざ
る
か
。

今
度
法
華
経
の
行
者
と
し
て
流
罪
・
死
罪
に
及
ぶ
、
流
罪
は
伊
東
・
死
罪
は
た
つ
の
く
ち
・
相
州
の
た
つ
の
く
ち
こ
そ

エ日
蓮

が
命
を
捨
て
た
る
処
な
れ
仏
土
に
お
と
る
べ
し
や
、
其
の
故
は
・
す
で
に

法
華
経

の
故
な
る
が
ゆ
へ
な
り
、

オ経
に
云
く
「

カ十

方
仏
土
中
唯
有
一
乗
法
」
と
此
の
意
な
る
べ
き
か
、
此
の
経
文
に
一
乗
法
と
説
き
給
う
は

法
華
経

の
事
な
り
、
十
方
仏
土
の

中
に
は

法
華
経

よ
り
外
は
全
く
な
き
な
り

キ除
仏
方
便
説
と
見
え
た
り
、
若
し
然
ら
ば
日
蓮
が
難
に
あ
う
所
ご
と
に
仏
土
な
る

べ
き
か
、
娑
婆
世
界
の
中
に
は
日
本
国
・
日
本
国
の
中
に
は
相
模
の
国
・
相
模
の
国
の
中
に
は
片
瀬
・
片
瀬
の
中
に
は
竜
口
に

日
蓮
が
命
を
・
と
ど
め
を
く
事
は

法
華
経

の
御
故
な
れ
ば

寂
光
土

と
も
い
う
べ
き
か
、

神
力

品
に
云
く
「
若
於
林
中
若

於
園
中
若
山
谷
曠
野
是
中
乃
至
而
般
涅
槃
」
と
は
是
か
』

問
一

文
中
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

問
二

傍
線
ア
に
つ
い
て
、
次
の
「
下
山
御
消
息
」
の
御
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

「

文
永
八

年

九

月

十
二

日
に
都
て
一
分
の
科
も
な
く
し
て
佐
土
の
国
へ
流
罪
せ
ら
る
、
外
に
は
遠
流
と
聞
え
し
か
ど

も
内
に
は
頸
を
切
る
と
定
め
ぬ
」（
御
書
全
集
三
五
六
㌻
）

問
三

傍
線
イ
に
つ
い
て
、
次
の
「
四
条
金
吾
殿
御
返
事
」
の
御
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

「

文
永
八

年
の
御
勘
気
の
時
・
既
に
相
模
の
国
・

竜

の
口
に
て

頸

切
ら
れ
ん
と
せ
し
時
に
も
殿
は

馬

の
口
に
付
い

て
足
歩
赤
足
に
て
泣
き
悲
み
給
い
し
事
実
に
な
ら
ば

腹

き
ら
ん
と
の
気
色
な
り
し
を
ば
・
い
つ
の
世
に
か
思
い
忘
る
べ
き
」

（
御
書
全
集
一
一
九
三
㌻
）

問
四

傍
線
ウ
に
つ
い
て
、
次
の
「
崇
峻
天
皇
御
書
」
の
御
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

「
設
い
殿
の
罪
ふ
か
く
し
て

地
獄

に
入
り
給
は
ば
日
蓮
を
・
い
か
に

仏

に
な
れ
と
釈
迦
仏
こ
し
ら
へ
さ
せ
給
う
と
も
用

ひ
ま
い
ら
せ
候
べ
か
ら
ず
同
じ
く

地
獄

な
る
べ
し
、
日
蓮
と
殿
と
共
に

地
獄

に
入
る
な
ら
ば
釈
迦
仏
・
法
華
経
も

地
獄

に
こ
そ
・
を
は
し
ま
さ
ず
ら
め
」（
御
書
全
集
一
一
七
三
㌻
）

問
五

傍
線
エ
の
本
義
に
つ
い
て
、
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

「

凡
夫

と
し
て
の
生
命
で
あ
り
、

上
行
菩
薩

の

再
誕

と
し
て
の

垂
迹

の
姿
を
払
っ
て
、
本
地

久
遠
元
初

自
受
用
身

如
来
と
現
れ
、
末
法
の

御
本
仏

の
姿
を
顕
さ
れ
た
こ
と
す
な
わ
ち
、

発
迹
顕
本

を
示
し
て
い
る
」

問
六

傍
線
オ
に
つ
い
て
、
こ
の
経
品
名
を
答
え
な
さ
い
。

方

便

品
第

二

問
七

傍
線
カ
・
キ
に
つ
い
て
、
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

「
十
方
仏
土
中

唯
有
一
乗
法

む無
に二
や
く亦
む無
さ
ん三

除
仏
方
便
説

た
ん但
い以
け仮
み
ょ
う

名
じ字
い
ん引
ど
う導
お於
し
ゅ衆
じ
ょ
う

生
」
は
、
次
の
よ
う
に
読
む
。

「

十
方
仏
土

の

中

に
は

唯
一
乗

の

法

の
み

有
り

二
無

く

亦
三
無

し

仏

の

方
便

の

説

を
ば

除

く

但
仮

の

名
字

を

以

っ
て

衆
生

を

引
導

し
た
も
う
」

【
参
考
資
料
／
日
蓮
大
聖
人
御
書
講
義

第
二
十
二
巻

作
／
孔

寛
司
】



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

⑥

／

開

目

抄
（
大
意
編
）

問

次
の
文
は
、
今
年
二
月
の
御
書
学
習
会
で
学
習
し
た｢

開
目
抄｣

の
大
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
文
中
の

ア

～
ハ

に
あ
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
答
え
な
さ
い
。

本
抄
は
、
『
種
種
御
振
舞
御
書
』
に
「
去
年
の
十
一
月
よ
り
勘
え
た
る
開
目
抄
と
申
す
文
二
巻
造
り
た
り
、
頸
切
る
る
な
ら

ば
日
蓮
が
不
思
議
と
ど
め
ん
と
思
い
て
勘
え
た
り
、
此
の
文
の
心
は
日
蓮
に
よ
り
て
日
本
国
の
有
無
は
あ
る
べ
し(

中
略)

か
や

う
に
書
き
付
け
て
中
務
三
郎
左
衛
門
尉
が
使
に
と
ら
せ
ぬ
」(

御
書
全
集
九
一
九
㌻)

と
仰
せ
に
な
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア

四

条
金
吾

に
託
さ
れ
た
御
抄
で
あ
る
。

ま
た
、
本
抄
の
題
号
に
つ
い
て
、
日
寛
上
人
は
文
段
集
『
開
目
抄
愚
記
』
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
今
、
開
目
抄
と
題
す
る
こ
と
は
、
盲
目(

も
う
も
く)

を
開
く
義
な
り
。
所
謂(

い
わ
ゆ
る)

、
日
本
国
の
一
切
衆
生
、
執
権(

し
ゅ
う
ご
ん)

等
の
膜(

ま
く)

に
覆(

お
お)

わ
る
る
為
に
真
実
の
三
徳
を
見
る
こ
と
能(

あ
た)

わ
ず
、
故
に
盲
目
の
如
し
。
然(

し
か)

る
に
当
抄
に
、
一
切

衆
生
を
し
て
盲
目
を
開
か
し
む
る
の
相
を
明
か
す
、
故
に
開
目
抄
と
名
づ
く
る
な
り
」（
文
段
六
二
㌻
）
ま
た
、「
凡(

お
よ)

そ
当
抄
の

大
意
は
、
末
法
下
種
の
人(

に
ん)

の
本
尊
を
顕
す
な
り
。
謂(

い
わ)

く
、
蓮
祖(

れ
ん
そ)

出
世(

し
ゅ
っ
せ)

の
本
懐
は
但(

た
だ)

三
箇
の
秘

法
に
在(

あ)

り
。
然(

し
か)

り
と
雖(

い
え
ど)

も
、
佐
渡
已
前
に
於
て
は
未(

い
ま)

だ
そ
の
義
を
顕
さ
ず
。
佐
渡
已
後
に
こ
の
義
を
顕
す
と

雖
も
、
仍(

な
お)

当
抄
等
に
於
て
は
未
だ
そ
の
名
目(

み
ょ
う
も
く)

を
出(

い
だ)

さ
ず
。
然
り
と
雖
も
、
そ
の
意
は
恒(

つ
ね)

に
三
箇
の
秘

法
に
在
り
。
中
に
於
て
当
抄
は
先(

ま)

ず
末
法
下
種
の
人
の
本
尊
を
顕
す
な
り
。
故
に
当
抄
の
始
め
に
三
徳
の
尊
敬(

そ
ん
ぎ
ょ
う)

等
を

標
し
、
次
に
儒
外(

じ
ゅ
げ)

に
続(

つ)

い
で
内
典(

な
い
て
ん)

を
釈(
し
ゃ
く)

す
る
中
に
、
先
ず
一
代
の
浅
深(

せ
ん
じ
ん)

を
判(

は
ん)

じ
、

熟
脱(

じ
ゅ
く
だ
つ)

の
三
徳
を
顕
し
、
蓮
祖
は
こ
れ
法
華
経
の
行
者
な
る
こ
と
を
明
か
す
。
巻
の
終
り
に
至
っ
て
正(

ま
さ)

し
く
下
種
の

三
徳
を
顕
し
、
『
日
蓮
は
日
本
国
の
諸
人
に
し
う(

主)

し(

師)

父
母(

親)
な
り
』
と
い
う
な
り
」
（
同
）
と
本
抄
の
大
意
を
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
記
「
入
文
の
大
科
の
事
」
に
よ
る
な
ら
ば
、
本
抄
上
下
二
巻
の
文
を
標
・
釈
・
結
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
い
る
。

最
初
に
、
イ

末
法
下
種

の
ウ

人
本
尊

を
あ
ら
わ
す
ゆ
え
に
、
エ

主
師
親

の

三
徳

を
尊
敬
す
べ
き
を
標
示
し
、
次
い
で
、

儒
家
・
外
道
・
内
典
の
そ
れ
ぞ
れ
の
三
徳
を
あ
げ
て
釈
し
て
お
り
、
さ
ら
に
内
典
の
三
徳
に
つ
い
て
、
ま
ず
一
代
五
十
年
の
諸

経
を
判
ず
る
に
五
段
の
教
相(

オ

五
重

の

相
対

)

を
説
か
れ
、
な
か
ん
ず
く
第
五
の
カ

種
脱

相
対
の
教
相
は
、
キ

文
底
秘

沈

の
イ

末
法
下
種

の
ク

事
行

の

一
念
三
千

で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
ケ

熟
脱

の
三
徳
を
あ
ら
わ
し
た
。
そ
し
て
、
大

聖
人
が
正(

ま
さ)

し
く
法
華
経
に
予
言
さ
れ
た
末
法
唯
一
人
の
コ

法
華
経

の

行
者

で
あ
り
、
サ

上
行
菩
薩

の
再
誕
で
あ
る

む
ね
を
述
べ
て
、
イ

末
法
下
種

の
三
徳
の
深
恩
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
イ

末
法
下
種

の
コ

法
華
経

の

行
者

は
、
シ

三
類

の

強
敵

が
競
い
起
こ
る
こ
と
は
、
経
文
の
予
言
の
通
り
で

あ
り
、
邪
智
謗
法
の
極
悪
人
が
充
満
す
る
ス

末
法

に
お
い
て
は
、
セ

下
種
逆
縁

の
功
徳
に
よ
っ
て
の
み
、
一
切
衆
生
が
救

わ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
大
聖
人
は
ソ

凡
夫

の
姿
で
、
下
賤
の
衆
生
の
中
に
出
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
広
く
疑
い
を
あ
げ
て
、
コ

法
華
経

の

行
者

な
る
こ
と
を
明
か
さ
れ
、
こ
の
疑
い
を
あ
げ
て
の
ち
、
法
華
経
タ

勧

持

品
の
経
文
を
引
い
て
、
シ

三
類

の

強
敵

を
あ
ら
わ
し
、
末
法
の
コ

法
華
経

の

行
者

は
大
聖
人
以
外
に
な
い
こ
と
を

断
定
さ
れ
、
な
に
ゆ
え
コ

法
華
経

の

行
者

が
、
諸
天
の
加
護
が
な
く
、
難
に
あ
う
か
を
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
法
華
経
の
行
者
が
、
過
去
世
に
法
華
経
誹
謗
の
罪
が
あ
る
か
、
な
い
か
。

第
二
に
謗
ず
る
者
が
、
地
獄
に
堕
つ
べ
き
と
き
に
は
現
罰
は
な
い
。

第
三
に
諸
天
が
国
土
を
捨
て
て
去
っ
た
ゆ
え
に
現
罰
が
な
い
、
と
。

本
抄
の
文
意
に
よ
れ
ば
、
日
本
国
は
悪
国
チ

謗
法

の
ゆ
え
に
、
ツ

諸
天
善
神

は
国
を
捨
て
て
去
り
、
堕
地
獄
必
定
の
テ

逆

縁

の

衆
生

で
あ
り
、
大
聖
人
は
ト

過
去
世

に
ナ

謗
法

が
あ
る
ゆ
え
、
謗
ず
る
者
に
ニ

現
罰

な
く
、
大
聖
人
は
じ
め
一

門
に
大
難
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
大
聖
人
が
ト

過
去
世

に
ナ

謗
法

が
あ
る
と
な
さ
れ
る
の
は
、

ヌ

示
同
凡
夫

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
衆
生
が
ナ

謗
法

の
者
の
み
で
、
こ
の
時
に
出
現
す
る
仏
に
約
す
る
が
ゆ
え
で

あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
聖
人
は
、
イ

末
法
下
種

の
ネ

主
師
親

ノ

三
徳
具
備

の
仏
と
し
て
の
御
決
意

を
述
べ
ら
れ
、
釈
の
終
わ
り
で
は
、
末
法
適
時
の
弘
教
を
明
か
し
て
、
日
本
国
は
邪
智
謗
法
の
者
多
き
破
法
の
国
な
る
が
ゆ
え

に
、
ス

末
法

は
ハ

折
伏

な
り
と
断
定
さ
れ
て
い
る
。

最
後

結
で
は
、
大
聖
人
が
ノ

三
徳
具
備

の
ス

末
法

の
御
本
仏
な
る
こ
と
を
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。

【
参
考
資
料
／
日
蓮
大
聖
人
御
書
十
大
部
講
義

第
二
巻

作
／
孔

寛
司
】



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト
⑥
付録

／
種
種
御
振
舞
御
書(

通
解
編)

『
発
心
プ
リ
ン
ト
⑥
』
で
引
用
し
た
「
種
種
御
振
舞
御
書
」
の
御
文
（
御
書
全
集
九
一
二
㌻
七
行
目
～
九
一
四
㌻
七
行
目
）
の
通
解
（
現
代
語
訳
）
を
、

次
に
太
字
で
示
し
ま
し
た
。

十
日
の
と
き
と
十
二
日
の
逮
捕
の
夜
、
真
言
宗
の

と
が失

や
禅
宗
・
念
仏
宗
の

誤
り
、
良
観
が
雨
を
降
ら
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
詳
し
く
平
左
衛
門
尉
に
い

い
聞
か
せ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
者
は
ど
っ
と
笑
い
、
あ
る
者
は
怒
っ
た
事
な
ど

は
わ
ず
ら

煩

わ
し
い
の
で
記
さ
な
い
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
六
月
十
八
日
か
ら
七
月

四
日
ま
で
良
観
が

あ
ま雨
ご乞

い
を
し
て
、
日
蓮
に
阻
止
さ
れ
て
降
ら
し
か
ね
て
、

汗
を
流
し
、
涙
だ
け
流
し
て
雨
が
降
ら
な
か
っ
た
う
え
に
逆
風
が

た絶
え
ず

吹
い
た
こ
と
、
こ
の
祈
り
の
間
、
三
度
ま
で
使
者
を
つ
か
わ
し
て
「
一

じ
ょ
う

丈

の

堀
を
越
え
ら
れ
な
い
者
が
ど
う
し
て
十
丈
・
二
十
丈
の
堀
を
越
え
ら
れ
よ
う

か
。（

い
ず
み

和
泉

し
き式
ぶ部

が
好
色
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
八

さ
い斎

戒
で
制
止
し
て
い
る

和
歌
を

よ詠
ん
で
雨
を
降
ら
し
、

の
う能
い
ん因

法
師
が
破
戒
の
身
と
し
て
和
歌
を
詠

み
雨
を
降
ら
せ
た
の
に
、
）
ど
う
し
て
二
百
五
十
戒
の
持
者
と
も
あ
ろ
う

人
々
が
百
千
人
も
集
ま
っ
て
七
日
、
ふ
た
七
日
も
天
を
責
め
立
て
ら
れ
た
の

に
、
雨
が
降
ら
な
い
う
え
に
大
風
が
吹
い
た
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
を
も
っ

て
知
り
な
さ
い
。
あ
な
た
方
の

お
う往
じ
ょ
う

生

は
叶
う
ま
い
」
と
責
め
た
の
で
良
観

が
泣
い
た
こ
と
、
彼
が
こ
の
敗
北
を

さ
か逆
う
ら恨

み
し
て
権
門
勢
家
に
取
り
入
っ

て
ざ
ん讒
げ
ん言

し
た
こ
と
な
ど
を
、
一
つ
一
つ
い
い
聞
か
せ
た
と
こ
ろ
、
平
左
衛

門
尉
等
が
良
観
の
味
方
を
し
た
が
、
弁
護
し
き
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
な
ど
は
繁
多
で
あ
る
か
ら
こ
こ
に
は
書
か
な
い
。

さ
て
十
二
日
の
夜
は

む
さ
し
の
か
み

武
蔵
守

の
ぶ宣
と
き時

の
あ
ず
か

預

り
で
、
夜
半
に
な
っ
て
頸
を

斬
る
た
め
に
鎌
倉
を
出
発
し
た
が
、

わ
か若
み
や宮
こ
う小
じ路

に
出
た
と
き
、
四
方
を
兵

士
が
取
り
囲
ん
で
い
た
け
れ
ど
も
、
日
蓮
が
い
う
に
は
「
み
ん
な
騒
ぎ
な
さ

る
な
。
ほ
か
の
こ
と
は
な
い
。
八
幡
大
菩
薩
に
最
後
に
い
う
べ
き
こ
と
が
あ

る
」
と
い
っ
て
、
馬
か
ら
下
り
て
大
音
声
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
た
。
「
い

っ
た
い
八
幡
大
菩
薩
は
ま
こ
と
の
神
で
あ
る
か
。（

わ和
け
の気
き
よ清
ま麻
ろ呂

が
頸
を
斬

ら
れ
よ
う
と
し
た
と
き
は
た
け
一
丈
の
月
と
顕
れ
て
守
護
さ
れ
た
。
伝
教

大
師
が
宇
佐
八
幡
宮
の
神
宮
寺
で
法
華
経
を
講
じ
ら
れ
た
と
き
は
紫
の

け袈
さ裟

を
お

ふ布
せ施

と
し
て
授
け
ら
れ
た
。
）
今
日
蓮
は
日
本
第
一
の
法
華
経
の

行
者
で
あ
る
。
そ
の
う
え
身
に
一
分
の
過
失
も
な
い
。
日
本
国
の
一
切
衆

生
が
法
華
経
を
誹
謗
し
て
無
間
大
城
に

お堕
ち
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
助
け

る
た
め
に
法
門
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
大

も
う蒙
こ古

国
か
ら
こ
の
国
を
攻
め
る
な

ら
ば
天
照
大
神
・
正
八
幡
で
あ
っ
て
も
安
穏
で
は
お
ら
れ
な
い
。
そ
の
う
え

釈
迦
仏
が
法
華
経
を
説
い
た
と
き
に
は
多
宝
仏
・
十
方
の
諸
仏
・
菩
薩
が
集

ま
っ
て
、
そ
の
あ
り
さ
ま
が
日
と
日
と
月
と
月
と
星
と
星
と
鏡
と
鏡
と
を
並

べ
た
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
無
量
の
諸
天
並
び
に
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の

善
神
・
聖
人
が
集
ま
っ
た
と
き
、
仏
に
『
お
の
お
の
法
華
経
の
行
者
に
対
し

て
そ疎
り
ゃ
く

略

な
守
護
は
し
な
い
と
い
う
誓
状
を
差
し
出
し
な
さ
い
』
と
責
め
ら

れ
た
の
で
一
人
一
人
誓
状
を
立
て
た
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
以
上
は

日
蓮
が
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
至
急
誓
状
の
宿
願
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る

の
に
、
ど
う
し
て
こ
の
場
所
に
は
来
合
せ
な
い
の
か
」
と
高
々
と
い
っ
た
。

そ
し
て
最
後
に
は
「
日
蓮
が
今
夜
頸
を
斬
ら
れ
て
霊
山
浄
土
へ
参
っ
た
と
き

に
は
、
天
照
大
神
・
正
八
幡
こ
そ
起
請
を
用
い
な
い
神
で
あ
っ
た
と
名
を
指

し
き
っ
て
教
主
釈
尊
に
申
し
上
げ
よ
う
。
そ
れ
を
痛
い
と
自
覚
さ
れ
る
な

ら
ば
、
大
至
急
お
計
い
な
さ
い
」
と

し
か叱

っ
て
、
ま
た
馬
に
乗
っ
た
。

ゆ由
い比

ヶ
浜
へ
出
て

ご御
り
ょ
う

霊

社
の
前
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
ま
た
「
し
ば

ら
く
待
て
殿
方
、
こ
こ
に
知
ら
せ
る
べ
き
人
が
い
る
」
と
い
っ
て
、

な
か中
つ
か
さ

務

三
郎
左
衛
門
尉
と
い
う
者
の
と
こ
ろ
へ
熊
王
と
い
う
童
子
を
を

つ
か遣

わ
し
た

と
こ
ろ
彼
は
急
い
で
出
て
き
た
。
「
今
夜
頸
を
斬
ら
れ
に
行
く
の
で
あ
る
。

こ
の
数
年
の
間
願
っ
て
き
た
こ
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
い

て
き
じ雉

と
な
っ
た
と
き
は

た
か鷹

に
つ
か
ま
れ
、
ね
ず
み
と
な
っ
た
と
き
は
猫
に

食
わ
れ
た
。
あ
る
い
は
妻
子
の
敵
の
た
め
に
身
を
失
っ
た
こ
と
は
大
地

み微
じ
ん塵

の
数
よ
り
も
多
い
。
だ
が
法
華
経
の
た
め
に
は
た
だ
の
一
度
も
失
う
こ

と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
日
蓮
は
貧
し
い
仏
道
修
行
の
身
と
生
ま
れ

て
父
母
へ
の
孝
養
も
心
に
ま
か
せ
ず
国
の
恩
を
報
ず
べ
き
力
も
な
い
。
今

度
こ
そ
頸
を
法
華
経
に
奉
っ
て
そ
の
功
徳
を
父
母
に
回
向
し
よ
う
、
そ
の

余
り
は
弟
子
檀
那
に
分
け
よ
う
、
と
い
っ
て
き
た
こ
と
は
こ
れ
で
あ
る
」
と

い
っ
た
と
こ
ろ
、
左
衛
門
尉
兄
弟
四
人
が
馬
の
口
に
取
り
つ
い
て
供
を
し

こ
し腰
ご
え越

・
竜
の
口
へ
行
っ
た
。

頸
を
斬
る
の
は
こ
こ
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
案
に
た
が

わ
ず
兵
士
ど
も
が
取
り
囲
ん
で
騒
い
だ
の
で
、
左
衛
門
尉
が
「
今
が
最
期
で

す
」
と
い
っ
て
泣
い
た
。
そ
れ
を
さ
と
し
て
日
蓮
が
「
不
覚
の
殿
方
で
あ
る

。
こ
れ
ほ
ど
の
悦
び
を
笑
い
な
さ
い
。
ど
う
し
て
約
束
を
違
え
ら
れ
る
の

か
」
と
い
っ
た
と
き
、
江
ノ
島
の
方
向
か
ら
月
の
よ
う
に
光
っ
た
物
が

ま
り鞠

の

よ
う
に
東
南
の
方
か
ら
西
北
の
方
角
へ
光
り
渡
っ
た
。
十
二
日
の
夜
明
け

前
の
暗
が
り
で
人
の
顔
も
見
え
な
か
っ
た
が
、
こ
の
光
り
も
の
の
た
め
月
夜

の
よ
う
に
な
り
人
々
の
顔
も
皆
見
え
た
。

た太
ち刀
と取

り
は
目
が
く
ら
ん
で
倒

れ
ふ臥

し
、
兵
士
共
は

お
そ怖

れ
て
頸
を
斬
る
気
を
失
い
一
町
ば
か
り
走
り
逃
げ
、

あ
る
者
は
馬
か
ら
下
り
て
か
し
こ
ま
り
、
あ
る
者
は
馬
の
上
で
う
ず
く
ま
っ

て
い
る
。
日
蓮
が
「
ど
う
し
て
殿
方
、
こ
れ
ほ
ど
大
罪
あ
る

め
し
う
ど

召
人
か
ら
遠

の
く
の
か
。
近
く
へ
寄
っ
て
来
ら
れ
よ
。
寄
っ
て
来
ら
れ
よ
」
と
声
高
に
呼

び
か
け
た
が
急
ぎ
寄
る
者
も
な
い
。
「
こ
う
し
て
い
て
夜
が
明
け
て
し
ま
っ

た
な
ら
ば
ど
う
す
る
の
か
。
頸
を
斬
る
な
ら
ば
早
く
斬
れ
。
夜
が
明
け
て
し

ま
え
ば
見
苦
し
か
ろ
う
」
と
す
す
め
た
け
れ
ど
も
な
ん
の
返
事
も
な
か
っ
た

。
【
参
考
資
料
／
日
蓮
大
聖
人
御
書
講
義

第
十
五
巻

作
／
孔

寛
司
】



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

⑦

／

開

目

抄
（
御
文
編
）

次
の
二
月
度
御
書
学
習
会
で
学
習
し
た
「
開
目
抄
」
の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

『
詮
ず
る
と
こ
ろ
は

ア天
も
す
て
給
え
諸
難
に
も
あ
え

身
命

を
期
と
せ
ん
、

身
子

が
六
十
劫
の

菩
薩

の
行
を

退
せ
し
乞
眼
の
婆
羅
門
の
責
を
堪
え
ざ
る
ゆ
へ
、

イ久
遠
大
通
の
者
の
三
五
の
塵
を
ふ
る

悪
知
識

に
値
う
ゆ
へ
な
り
、

善
に
付
け
悪
に
つ
け
法
華
経
を
す
つ
る
は
地
獄
の
業
な
る
べ
し
、
大
願
を
立
て
ん

ウ日
本
国
の
位
を
ゆ
づ
ら
む
、

法
華

経

を
す
て
て
観
経
等
に
つ
い
て
後
生
を
ご
せ
よ
、

エ父
母
の
頸
を
刎
ん
念
仏
申
さ
ず
ば
、
な
ん
ど
の
種
種
の

大
難

・

出
来
す
と
も

智
者

に

我
義

や
ぶ
ら
れ
ず
ば
用
い
じ
と
な
り
、
其
の
外
の
大
難
・
風
の
前
の
塵
な
る
べ
し
、

オ我
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
等
と
ち
か
い
し
願
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
』

問
一

文
中
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

問
二

傍
線
ア
に
つ
い
て
、
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

大
聖
人
は
本
抄
で
、
「

守
護
神

此
国
を
す
つ
る
ゆ
え
に

現
罰

な
き
か

謗
法

の
世
を
ば

守
護
神

す
て
去
り

諸
天

ま
ほ
る
べ
か
ら
ず
か
る
が
ゆ
へ
に

正
法

を

行
ず
る

も
の
に
し
る
し
な
し
還
っ
て

大
難

に
値
う
べ
し
」

（
御
書
全
集
二
三
一
㌻
）
と
仰
せ
に
な
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
日
寛
上
人
は
「
開
目
抄
愚
記
」
で
、
「
問
う
、
諌
暁
八
幡

抄
に
云
く
『
経
文
の
如
く
ん
ば

南
無
妙
法
蓮
華
経

と
申
す
人
を
ば
大
梵
天
・
帝
釈
・
日
月
・
四
天
等
・
昼
夜
に

守

護

す
べ
し
』（
御
書
全
集
五
八
八
㌻
）
と
云
云
。
豈(

あ
に)

相
違
に
非
ず
や
答
う
、
諸
天
謗
法
の
国
を
捨
離(

し
ゃ
り)

す
と
は
、
安

国
論
所
引
の
四
経
の
文
に
分
明(

ふ
ん
み
ょ
う)

な
り
。
已(

す
で)

に
そ
の
国
を
去
れ
ば
、
正
法
の
行
者
も
自
ら
放
捨(

ほ
う
し
ゃ)

せ
ら
る
る
の
義
な
り
。
然(

し
か)

り
と
雖(

い
え
ど)

も
、
若
し
正
法
の
行
者
そ
の
国
に
在
ら
ば
必
ず
守
護
し
た
ま
う
べ
し
。

こ
れ
共
業
別
感
あ
る
が
故
に
進
退
の
判
釈
を
設(

も
う)

け
た
ま
え
り
。
故
に
諌
暁
八
幡
抄
に
云
く
『
此
の
大
菩
薩
は
宝
殿

を
や
き
て
天
に
の
ぼ
り
給
う
と
も

法
華
経

の

行
者

・
日
本
国
に
有
る
な
ら
ば
其
の
所
に
栖(
す)

み
給
う
べ
し
』（
同

㌻
）
と
。
ま
た
四
条
金
吾
抄
に
云
く
『
さ
れ
ば

八
幡
大
菩
薩

は
不
正
直
を
に
く
み
て
天
に
の
ぼ
り
給
う
と
も
、

法
華

経

の

行
者

を
見
て
は
争(

い
か
で)

か
其
の
影
を
ば
を
し
み
給
う
べ
き
』（
御
書
全
集
一
一
九
七
㌻
）
と
云
云
。
こ
の
意
な
り
。

故
に
今
諸
天
善
神
、
守
護
な
し
と
い
う
と
雖
も
、
ま
た
守
護
あ
る
こ
と
分
明
な
り
。
所
謂(

い
わ
ゆ
る)

竜
の
口
の
光
物
、

依
智
の
星
下
り
、
豈
現
証
に
非
ず
や
」(

文
段
集
二
〇
四
㌻)

と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

問
三

傍
線
イ
の
語
訳
に
つ
い
て
、
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

｢

五
百

塵
点
劫
の
昔
に

久
遠
実
成

本
果
の

釈
尊

に
結
縁
し
て
下
種
を
受
け
た
衆
生｣

と｢

三
千

塵
点
劫
の

昔
に
出
現
し
た

大
通
智
勝
仏

の
十
六
人
の
王
子(

釈
尊

の
過
去
世
の
姿)

に
結
縁
し
て
下
種
を
受
け
た
衆
生｣

の
意
。

問
四

傍
線
ウ
・
エ
に
つ
い
て
、
日
寛
上
人
は
「
開
目
抄
愚
記
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
文
中
の

に

｢

善｣

ま
た
は｢

悪｣

の
こ
と
ば
で
答
え
な
さ
い
。

「
『
日
本
国
の
位
を
ゆ
ず
ら
む
』
と
た
ば
か
る
は

善

に
つ
け
て
な
り
。『
父
母
の
頸
を
刎
ん
』
と
お
ど
す
は

悪

に

つ
け
て
な
り
。
こ
れ
世
間
の
極

善

・
極

悪

を
挙(

あ)

ぐ
る
な
り
」(

文
段
集
二
〇
五
㌻)

問
五

傍
線
オ
に
つ
い
て
、
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

『
日
本
の
柱
』
と
は

主

の
徳
、
『
日
本
の
眼
目
』
と
は

師

の
徳
、
『
日
本
の
大
船
』
と
は

親

の
徳
を
表
し
、

大
聖
人
が

三
徳
具
備

の

末
法

の

御
本
仏

で
あ
る
こ
と
を
仰
せ
に
な
ら
れ
て
い
る
。

【
参
考
資
料
／
日
蓮
大
聖
人
御
書
十
大
部
講
義

第
三
巻

作
／
孔

寛
司
】



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

⑧

／

如
説
修
行
抄
（
題
号
編
）

問

次
の
文
は
、｢

如
説
修
行
抄｣

の
背
景
・
大
意
・
題
号
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
文
中
の
ア

～
ム

に

あ
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
答
え
な
さ
い
。

本
抄
は
、
ア

文
永
十

年
の
五
月
、
大
聖
人
が
佐
渡
流
罪
中
に
イ

一
谷

に
お
い
て
御
述
作
さ
れ
、
ウ

門
下
一
同

に
与
え
ら
れ
た
御
抄
で
あ
る
。
観
心
本
尊
抄
を
著
わ
さ
れ
た
後
、
鎌
倉
で
難
と
戦
っ
て
い
る
門
下
一
同
を
激
励
さ
れ
、

如
説
修
行
の
姿
を
詳
し
く
御
教
示
さ
れ
て
い
る
。

本
抄
の
大
意
に
つ
い
て
、
日
寛
上
人
は
『
如
説
修
行
抄
筆
記
』
で
、

「
こ
の
抄
の
大
意
は
、
エ

宗
教
の
五
箇

と
オ

宗
旨
の
三
箇

を
弘
通
す
れ
ば
、
必
ず
カ

三
類

の
大
難
あ
る
の

相
を
御
書
し
て
、
宗
祖
の
弟
子
、
キ

如
説
修
行

の
人
な
る
こ
と
を
判
じ
た
ま
う
な
り
」
と
本
抄
の
大
意
を
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
ク

宗
教
の
五
箇

と
は
、
ケ

教
・
機
・
時
・
国
・
教
法
流
布
の
先
後

を
い
い
、
ま
た
オ

宗
旨
の
三

箇

と
は
、
本
門
の
コ

本
尊

、
本
門
の
サ

戒
壇

、
本
門
の
シ

題
目

の
ス

三
大
秘
法

を
い
う
。

同
筆
記
に
よ
れ
ば
、
本
抄
の
題
号
に
つ
い
て
「
初
め
に
内
外
・
大
小
に
通
じ
、
次
に
在
世
・
滅
後
に
通
ず
る
の
で
あ

る
。
」
と
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
（
「
内
外
・
大
小
に
通
じ
」
は
省
略
）
在
世
・
滅
後
に
通
ず
る
と

は
、
「
人
法
相
対
に
約
す
」
「
師
弟
相
対
に
約
す
」
「
自
行
化
他
に
約
す
」
の
三
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

①
「
人
法
相
対
に
約
す
」
と
は
、
「
如
説
」
は
セ

法

に
約
し
「
修
行
」
は
ソ

人

に
約
す
の
で
あ
る
。

釈
尊
の
在
世
に
お
い
て
こ
れ
を
い
え
ば
、
釈
尊
所
説
の
一
代
の
諸
経
は
法
で
あ
り
、
そ
の
所
説
の
如
く
自
ら
こ
れ

を
行
ず
る
の
が
修
行
で
あ
る
。
釈
尊
の
所
説
と
は
妙
法
蓮
華
経
で
あ
り
、
修
行
と
は
、
妙
法
蓮
華
経
の
修
行
で
あ

る
。

②
「
師
弟
相
対
に
約
す
」
と
は
、
「
如
説
」
と
は
タ

師
匠

の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
修
行
」
と
は
チ

弟
子

の

実
践
に
約
す
の
で
あ
る
。
タ

師
匠

の
所
説
の
如
く
チ

弟
子

が
修
行
す
る
の
が
キ

如
説
修
行

で
あ
る
。

在
世
に
お
い
て
は
釈
尊
の
所
説
の
如
く
、
一
会
の
大
衆
が
こ
れ
を
修
行
し
た
の
で
あ
る
。

③
「
自
行
化
他
に
約
す
」
と
は
、
「
如
説
」
は
ツ

化
他

で
あ
り
、
「
修
行
」
は
テ

自
行

で
あ
る
。
五
種
の
修
行

の
う
ち
、
受
持
・
読
・
誦
・
書
写
の
四
種
の
修
行
は
自
行
で
あ
り
、
解
釈
は
化
他
で
あ
る
。

釈
尊
滅
後
、
末
法
の
御
本
仏
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
に
お
い
て
も
、
人
法
・
師
弟
・
自
行
化
他
の
三
つ
が
あ
る
。
宗
祖

大
聖
人
の
如
く
、
口
に
ト

妙
法

を
説
き
、
身
に
ト

妙
法

を
修
行
し
、
そ
の
所
説
の
ト

妙
法

を
弟
子
檀
那
が
修

行
す
る
の
で
あ
る
。
弟
子
檀
那
に
教
え
る
の
は
ツ

化
他

で
あ
り
、
自
ら
修
行
す
る
の
は
テ

自
行

で
あ
る
。

別
し
て
、

「
当
抄
の
元
意
は
、
ナ

内
外

・
ニ

大
小

・
ヌ

本
迹

・
観
心
の
中
に
お
い
て
は
ネ

本
門
観
心

の

キ

如
説
修
行

で
あ
り
、
在
世
滅
後
の
中
に
は
別
し
て
ノ

末
法

今
時
の
キ

如
説
修
行

の
コ

師
弟
人
法

が
最

も
肝
心
な
の
で
あ
り
、
ま
た
題
号
に
は
ハ

三
大
秘
法

を
含
ん
で
い
る
。
」
と
論
じ
ら
れ
、
「
如
説
修
行
の
姿
」
を
文

証
を
引
か
れ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

「
如
説
修
行
抄
の
題
号
に
は
ハ

三
大
秘
法

を
含
ん
で
い
る
。
」
と
は
、

①
「
如
説
と
は
、
能
説
、
所
説
が
あ
り
、
所
説
は
ヒ

妙
法
蓮
華
経

で
あ
り
、
能
説
の
教
主
は
フ

日
蓮
大
聖
人

で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
「
説
」
の
一
字
は
、
ヘ

人
法
の
本
尊

で
あ
る
。
修
行
と
は
シ

題
目

を
修
行
す
る
こ
と
で
、

信
じ
る
が
ゆ
え
に
行
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
ホ

信
行

の
シ

題
目

で
あ
り
、「
修
行
」
の
二
字
は
本
門

の
シ

題
目

で
あ
る
。
」

②
「
こ
の
本
尊
所
住
の
処
は
本
門
の
戒
壇
で
、
戒
壇
と
は
本
尊
を
信
じ
て
シ

題
目

を
唱
え
る
ゆ
え
に
非
を
防
ぎ

悪
を
止
め
る
の
義
で
あ
る
。
」

③
真
の
如
説
修
行
の
行
者
に
つ
い
て
、

「
法
華
本
門
の
本
尊
を
念
じ
、
本
門
寿
量
の
本
尊
に
向
い
、
口
に
法
華
本
門
寿
量
文
底
下
種
・
事
の
マ

一
念
三
千

の
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
う
る
時
は
、
ミ

身
口
意

の
三
業
に
ム

折

伏

を
行
ず
る
者
な
り
。
こ
れ
則
ち

ミ

身
口
意

の
三
業
に
法
華
を
信
ず
る
人
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
本
抄
は
、
釈
尊
滅
後
末
法
に
お
い
て
、
本
門
観
心
の
キ

如
説
修
行

の
人
す
な
わ
ち
ノ

三
大
秘
法

の

大
仏
法
を
正
し
く
信
受
し
、
修
行
・
弘
教
す
る
人
こ
そ
真
実
の
キ

如
説
修
行

の
人
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

⑨

／

如
説
修
行
抄
（
御
文
編
）

問
一

次
の
「
末
法
流
布
に
必
ず
大
難
あ
る
を
『
標
』
す
」
段
の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①

次
の
御
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

『
夫
れ
以
ん
み
れ
ば

末

法

流
布
の
時
・
生
を
此
の
土
に
受
け
此
の
経
を
信
ぜ
ん
人
は

如

来

の
在
世
よ
り

猶
多
怨
嫉
の
難
甚
し
か
る
べ
し
と
見
え
て
候
な
り
』

②

右
の
傍
線
「
猶
多
怨
嫉
」
に
つ
い
て
、
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

「
猶
多
怨
嫉
」
（
ゆ
た
お
ん
し
つ
）
と
は
、

な
お
お
ん
し
つ
お
お
し

と
読
み
、
法
華
経

法
師
品
第
十

の
経

文
で
、「

釈

尊

の
在
世
で
す
ら
、
な
お
怨
嫉
多
い
」
と
説
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、「

末

法

に
お
い

て
は
、
釈
迦
如
来
在
世
に
く
ら
べ
て
猶
多
怨
嫉
が
多
い
で
あ
ろ
う
」
と
予
言
さ
れ
て
い
る
。
万
人
に
仏
性
が
あ
り
、
万

人
が
仏
に
な
れ
る
と
説
く
法
華
経
は
、
そ
れ
自
体
、

難
信
難
解

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
仏
の
在
世
で
も
、

法
華
経

を
説
く
と
怨
嫉
が
多
い
の
で
あ
る
。
当
時
の
大
聖
人
の
門
下
た
ち
は
、
所
領
没
収
、
追
放
、
勘
当
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
難

に
あ
っ
て
い
た
。
あ
る
者
は
退
転
し
、
あ
る
者
は
大
聖
人
に
不
信
を
抱
い
た
。
そ
う
し
た
門
下
の
疑
問
に
答
え
ら
れ
て
、

正
し
い
仏
法
の
修
行
の
方
途
を
示
さ
れ
、
真
の

如
説
修
行

の
実
践
を
ご
教
示
さ
れ
た
御
書
が
「
如
説
修
行
抄
」
で

あ
る
。

問
二

次
の
「
況
滅
度
後
の
行
者
値
難
を
『
釈
』
す
」
段
の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①

次
の
御
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

『
其
の
故
は
在
世
は
能
化
の
主
は
仏
な
り
弟
子
又
大
菩
薩
・
阿
羅
漢
な
り
、
人
天
・
四
衆
・
八
部
・
人
非
人
等
な
り
と

い
へ
ど
も

調
機
調
養

し
て

法
華
経

を
聞
か
し
め
給
ふ

猶
多
怨
嫉

多
し
、
何
に
況
ん
や
末
法
今
の
時
は

教
機
時
刻
当
来
す
と
い
へ
ど
も
其
の
師
を
尋
ぬ
れ
ば

凡

師

な
り
、
弟
子
又

闘
諍
堅
固

・

白
法
隠

没

・三
毒
強
盛

の
悪
人
等
な
り
、
故
に

善

師

を
ば
遠
離
し
悪
師
に
は
親
近
す
、
其
の
上
真
実
の
法
華
経

の

如
説
修
行

の
行
者
の

師
弟
檀
那

と
な
ら
ん
に
は
決
定
せ
り
、
さ
れ
ば
此
の
経
を
聴
聞
し
始
め
ん
日
よ
り
思

い
定
む
べ
し

況
滅
度
後

の
大
難
の
三
類
甚
し
か
る
べ
し
と
、
然
る
に
我
が
弟
子
等
の
中
に
も
兼
て
聴
聞
せ
し
か

ど
も
大
小
の
難
来
る
時
は
今
始
め
て
驚
き
肝
を
け
し
て
信
心
を
破
り
ぬ
、
兼
て
申
さ
ざ
り
け
る
か
経
文
を
先
と
し
て
猶

多
怨
嫉
況
滅
度
後
・

況
滅
度
後

と
朝
夕
教
へ
し
事
は
是
な
り
・
予
が
或
は
所
を
・
を
わ
れ
或
は
疵
を
蒙
り
・
或
は

両
度
の
御
勘
気
を
蒙
り
て
遠
国
に
流
罪
せ
ら
る
る
を
見
聞
く
と
も
今
始
め
て
驚
く
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
物
を
や
』

②

次
の
文
は
、
右
の
御
文
の
通
解
に
あ
た
り
ま
す
。
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

そ
の
理
由
は
、
釈
尊
在
世
は
人
々
を
教
え
導
い
た
主
は
、
釈
尊
と
い
う
立
派
な
仏
で
あ
っ
た
。
そ
の
弟
子
た
ち
も
立

派
な
大
菩
薩
や
阿
羅
漢
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
人
界
や
天
界
の
衆
生
、
四
衆
、
八
部
、
人
非
人
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
釈
尊

は
こ
れ
ら
の
衆
生
の
機
根
を
調
え
養
っ
て
、
法
華
経
を
説
き
聞
か
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、
怨
み
嫉
ま
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
末
法
の
今
時
は
、
説
く
べ
き
教
え
（

南
無
妙
法
蓮
華
経

）
が
示
さ
れ
、
そ

れ
を
信
受
す
べ
き

機
根
の
衆
生

が
現
れ
、
説
く
べ
き

時

が
到
来
し
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
法
を
説
く

師
を
見
れ
ば
、
外
見
は

凡
夫

の
姿
を
し
た
師
匠
で
あ
る
。
そ
の
弟
子
も
「

闘
諍
堅
固

」
「

白
法
隠
没

」

の
時
代
を
反
映
し
た
貪
（
む
さ
ぼ
）
り
・
瞋
（
い
か
）
り
・
癡
（
お
ろ
）
か
さ
の
三
毒
が
強
盛
な
人
々
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
善
い
師
（

日
蓮
大
聖
人

）
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
て
、
悪
い
師
に
親
し
み
近
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
真

実
の
法
華
経
の
如
説
修
行
の
行
者
の
、
師
と
な
り
弟
子
・
檀
那
に
な
る
と
、
三
類
の
強
敵
（

俗
衆
増
上
慢

・

道
門
増
上
慢

・

僭
聖
増
上
慢

）
が
出
現
す
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
こ
の
法
華
経
を
聞



い
た
日
か
ら
、
覚
悟
を
決
め
な
さ
い
。
『

況
ん
や
滅
度
の
後
を
や

』
と
あ
る
大
難
を
三
類
の
敵
人
が
は
な
は
だ
し

く
加
え
て
く
る
の
で
あ
る
」
と
か
ね
が
ね
言
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
（
次
の
ペ
ー
ジ
に
続
く
）

し
か
し
な
が
ら
、
私
の
弟
子
・
檀
那
の
な
か
に
も
、
そ
う
聞
い
て
は
い
て
も
、
い
ざ
大
小
の
難
が
起
こ
っ
て
く
る
と
、

今
は
じ
め
て
聞
い
た
か
の
よ
う
に
、
驚
き
、
肝
を
つ
ぶ
し
て
、
信
心
を

退

転

し
た
も
の
が
い
る
。
難
が
起
こ
る

こ
と
は
、
か
ね
て
か
ら
言
っ
て
お
い
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
、
常
々
、
経
文
の
文
証
を
挙
げ
て
、
「
如
来
の
現
在
す

ら
、
猶
怨
嫉
多
し
。
況
ん
や
滅
度
の
後
を
や
。
況
ん
や
滅
度
の
後
を
や
」
と
、
朝
夕
、
教
え
て
き
た
の
は
、
こ
の
こ
と

な
の
で
あ
る
。

日
蓮
が
、
あ
る
い
は

所
を
追
わ
れ

た
り
、
あ
る
い
は

傷
を
受
け

た
り
、
あ
る
い
は
幕
府
か
ら
二
度
の
と
が
め

を
受
け
て

遠
国
に
流
罪
さ
れ
る

の
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
も
、
今
、
は
じ
め
て
知
っ
た
か
の
よ
う
に
驚
く
べ
き

こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

問
三

次
の
「
行
者
値
難
と
真
の
現
世
安
穏
を
明
か
す
」
段
の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①

次
の
御
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

『
問
う
て
云
く

如
説
修
行

の
行
者
は

現
世
安
穏

な
る
べ
し
何
が
故
ぞ

三
類
の
強
敵

盛
ん
な
ら
ん
や
、

答
え
て
云
く
釈
尊
は

法
華
経

の
御
為
に
今
度
・

九
横
の
大
難

に
値
ひ
給
ふ
、
過
去
の

不
軽
菩
薩

は
法

華
経
の
故
に

杖
木
瓦
石

を
蒙
り
・

竺
の
道
生

は

蘇

山

に
流
さ
れ

法
道
三
蔵

は
面
に

火

印

を
あ
て
ら
れ

師
子
尊
者

は
頭
を
は
ね
ら
れ

天
台
大
師

は
南
三
・
北
七
に
あ
だ
ま
れ

伝
教
大
師

は
六
宗

に
に
く
ま
れ
給
へ
り
、
此
等
の
仏
菩
薩
・
大
聖
等
は

法
華
経
の
行
者

と
し
て
而
も

大
難

に
あ
ひ
給
へ
り
、
此

れ
等
の
人
人
を

如
説
修
行

の
人
と
云
わ
ず
ん
ば
い
づ
く
に
か

如
説
修
行

の
人
を
尋
ね
ん
、
然
る
に

今
の
世
は

闘
諍
堅
固

・

白
法
隠
没

な
る
上

悪
国
悪
王
悪
臣
悪
民

の
み
有
り
て

正

法

を
背
き
て

邪
法
・
邪
師
を
崇
重
す
れ
ば
国
土
に

悪

鬼

乱
れ
入
り
て

三

災

・

七

難

盛
に
起
れ
り
、
か
か
る

時
刻
に
日
蓮

仏

勅

を
蒙
り
て
此
の
土
に
生
れ
け
る
こ
そ
時
の
不
祥
な
れ
、
法
王
の
宣
旨
背
き
が
た
け
れ
ば

経

文

に
任
せ
て

権
実
二
教

の
い
く
さ
を
起
し

忍

辱

の
鎧
を
著
て

妙

教

の
剣
を
提
げ
一
部
八
巻
の

肝
心
・
妙
法
五
字
の
旗
を
指
上
て

未
顕
真
実

の
弓
を
は
り

正
直
捨
権

の
箭
を
は
げ
て

大
白
牛
車

に
打
乗
つ
て

権

門

を
か
つ
ぱ
と
破
り
か
し
こ
へ
・
お
し
か
け
・
こ
こ
へ
・
お
し
よ
せ

念

仏

・

真

言

・

禅

・

律

等
の
八
宗
・
十
宗
の
敵
人
を
せ
む
る
に
或
は
に
げ
或
は
ひ
き
し
り
ぞ
き
或
は
生
取
ら
れ
し
者
は
我
が
弟
子
と

な
る
、
或
は
せ
め
返
し
・
せ
め
を
と
し
す
れ
ど
も
・
か
た
き
は
多
勢
な
り
法
王
の
一
人
は
無
勢
な
り
今
に
至
る
ま
で
軍

や
む
事
な
し
、

法
華
折
伏

・

破
権
門
理

の
金
言
な
れ
ば
終
に

権
教
権
門

の
輩
を
一
人
も
な
く
・
せ
め

を
と
し
て
法
王
の
家
人
と
な
し

天
下
万
民

・

諸
乗
一
仏
乗

と
成
つ
て

妙

法

独
り
繁
昌
せ
ん
時
、
万

民
一
同
に

南
無
妙
法
蓮
華
経

と
唱
え
奉
ら
ば
吹
く
風
枝
を
な
ら
さ
ず
雨
壌
を
砕
か
ず
、
代
は

羲
農
の
世

と
な
り
て
今
生
に
は
不
祥
の
災
難
を
払
ひ
長
生
の
術
を
得
、

人

法

共
に

不
老
不
死
の
理

顕
れ
ん
時
を
各
各



御
覧
ぜ
よ

現
世
安
穏

の
証
文
疑
い
有
る
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
』

②

次
の
言
葉
の
語
訳
に
つ
い
て
各
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

イ
、
現
世
安
穏

「
現
世
安
穏
・
後
生
善
処
」
の
前
半
。
「

現
世
安
穏
に
し
て
後
に
善
処
に
生
ず

」
と
読
む
。

妙

法

を
信
受
す
る
衆
生
が
得
る
境
涯
を
述
べ
た
も
の
。

ロ
、
不
軽
菩
薩

法
華
経

常
不
軽
菩
薩
品

第
二
十
に
説
か
れ
る
常
不
軽
菩
薩
の
こ
と
。
滅
後
の

像

法

時
代
に
出
現
し
、

一
切
衆
生
に
仏
性
が
あ
る
と
し
て
軽
ん
ぜ
ず
、

二
十
四
字

の
偈
を
唱
え
て
、
衆
生
を
礼
拝
し
た
。
人
々
は
不

軽
を
軽
蔑
し
杖
木
瓦
石
で
迫
害
し
た
が
、
礼
拝
を
や
め
な
か
っ
た
。

ハ
、
天
台
大
師

中
国
の
隋
代
の
僧
。
法
名
は

。『

法
華
文
句

』『

法
華
玄
義

』『

摩
訶
止
観

』
の
三
大
部
が
有
名

で
あ
る
。

ニ
、
未
顕
真
実

「

未
だ
真
実
を
顕
さ
ず

」
と
読
む
。

無
量
義
経

の
文
。
釈
尊
が

四
十
余
年

の
間
に
説
い
た
爾
前

の
諸
経
は

方

便

で
あ
り
、
い
ま
だ

真

実

を
顕
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

ホ
、
正
直
捨
権
（
正
直
捨
方
便
）

「

正
直
に
権
を
捨
つ

」
と
読
む
。

法
華
経

方
便
品

第
二
の
「

正
直
捨
方
便

」
と
同
義
。
釈
尊
が

四
十
余
年

の
間
に
説
い
て
き
た
華

厳
・
阿
含
・
方
等
・
般
若
の
経
教
は

方

便

の
教
・

権

教

で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
捨
て
る
こ
と
。

ヘ
、
法
華
折
伏
・
破
権
門
理

「

法
華
は
折
伏
に
し
て
、
権
門
の
理
を
破
す

」
と
読
む
。『

法
華
玄
義

』
の
文
。

法
華
経

は

摂

受

も

折

伏

も
説
く
が
、
根
本
的
に
は

真

実

を
説
い
て
、

方

便

で
あ
る

権

教

の
理
を
よ
く
破
し
て
い
く

折

伏

の
経
典
で
あ
る
。

ト
、
諸
乗
一
仏
乗

「
乗
」
と
は

乗
り
物

の
こ
と
で
、
悟
り
の
境
地
に
到
達
さ
せ
る

教

え

を
譬
え
た
も
の
で
あ
る
。

「
諸
乗
」
と
は
、

二
乗
・
三
乗

な
ど
の
方
便
の
教
え
。

「
一
乗
」
と
は
、
成
仏
の
境
涯
へ
と
到
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
教
え
で
あ
る

法
華
経

の
こ
と
。

チ
、
不
老
不
死
の
理

法
華
経

薬
王
品

第
二
十
三
に
「
若
し
人
病
有
ら
ん
に
、
是
の
経
を
聞
く
こ
と
を
得
ば
、
病
即
ち
消
滅
し
て

不
老
不
死

な
ら
ん
」
と
あ
る
。
こ
の
病
と
は
、
病
気
を
含
め
て
、
人
々
の
生
命
に
巣
く
う

三

毒

な
ど

の

煩

悩

を
指
す
。



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

⑩

／

如
説
修
行
抄
（
御
文
編
）

問

次
の
「
如
説
修
行
の
相
を
明
か
す
」
段
の
御
文
に
つ
い
て
、

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
、
あ
と
の
問

い
に
答
え
な
さ
い
。

『
問
う
て
云
く

如
説
修
行

の
行
者
と
申
さ
ん
は
何
様
に
信
ず
る
を
申
し
候
べ
き
や
、
答
え
て
云
く
当
世
・
日
本

国
中
の
諸
人
・
一
同
に
如
説
修
行
の
人
と
申
し
候
は

諸
乗
一
仏
乗

と
開
会
し
ぬ
れ
ば
何
れ
の
法
も
皆
法
華
経
に
し

て
勝
劣
浅
深
あ
る
事
な
し
、
念
仏
を
申
す
も
真
言
を
持
つ
も
・
禅
を
修
行
す
る
も
・
総
じ
て
一
切
の
諸
経
並
び
に
仏
菩

薩
の
御
名
を
持
ち
て
唱
る
も
皆
法
華
経
な
り
と
信
ず
る
が
如
説
修
行
の
人
と
は
云
わ
れ
候
な
り
等

云
云
、
予
が
云
く

然
ら
ず
所
詮
・
仏
法
を
修
行
せ
ん
に
は

人
の
言

を
用
う
可
ら
ず
只
仰
い
で

仏
の
金
言

を
ま
ほ
る
べ
き
な
り
我

等
が
本
師
・

釈
迦
如
来

は
初
成
道
の
始
よ
り
法
華
を
説
か
ん
と
思
食
し
か
ど
も

衆
生
の
機
根

未
熟
な
り
し
か

ば
先
ず

権

教

た
る

方

便

を

四
十
余
年

が
間
説
き
て
後
に
真
実
た
る

法
華
経

を
説
か
せ
給
い

し
な
り
、
此
の
経
の
序
文

無
量
義
経

に
し
て
権
実
の
は
う
じ
を
指
て
方
便
真
実
を
分
け
給
へ
り
、
所
謂
以
方
便
力
・

四
十
余
年･

未
顕
真
実

是
な
り
、
大
荘
厳
等
の
八
万
の
大
士
・

施
権

・

開
権

・

廃
権

等
の
い
は
れ

を
心
得
分
け
給
い
て
領
解
し
て
言
く
法
華
経
已
前
の

歴
劫
修
行

等
の
諸
経
は

終
不
得
成
・
無
上
菩
提

と
申

し
き
り
給
ひ
ぬ
、
然
し
て
後
正
宗
の
法
華
に
至
つ
て

世
尊
法
久
後
・
要
当
説
真
実

と
説
き
給
い
し
を
始
め
と
し
て

無
二
亦
無
三

・

除
仏
方
便
説

・

正
直
捨
方
便

・

乃
至
不
受
余
経
一
偈

と
禁
め
給
へ
り
、
是
よ
り

已
後
は

唯
有
一
仏
乗

の

妙

法

の
み
一
切
衆
生
を
仏
に
な
す
大
法
に
て

法
華
経

よ
り
外
の
諸
経
は
一

分
の
得
益
も
・
あ
る
ま
じ
き
に
末
法
の
今
の
学
者
・
何
れ
も
如
来
の
説
教
な
れ
ば
皆
得
道
あ
る
べ
し
と
思
い
て
或
は
真

言
・
或
は
念
仏
・
或
は
禅
宗
・
三
論
・
法
相
・
倶
舎
・
成
実
・
律
等
の
諸
宗
・
諸
経
を
取
取
に
信
ず
る
な
り
、
是
く
の

如
き
人
を
ば

若
人
不
信

・

毀
謗
此
経

・

即
断
一
切
世
間
仏
種

・

乃
至
其
人
命
終

・

入
阿
鼻
獄

と
定
め
給
へ
り
、
此
等
の
を
き
て
の
明
鏡
を
本
と
し
て
一
分
も
た
が
え
ず

唯
有
一
乗
法

と
信
ず
る
を
如
説
修
行
の

人
と
は
仏
は
定
め
さ
せ
給
へ
り
』

①

次
の
文
は
、
右
の
御
文
の
「
問
い
」
に
対
し
て
の
「
大
聖
人
の
答
え
の
結
論
部
分
」
の
通
解
で
す
。

に
あ
て
は
ま
る
こ

と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

「
こ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
明
鏡
を
手
本
と
し
て
、
一
分
も
た
が
え
な
い
で
、「

唯
有
一
乗
法

」
と
信
ず
る
人
、

す
な
わ
ち
、

一
乗
法

で
あ
る

法
華
経

の
み
を
信
ず
る
人
を

如
説
修
行
の
人

と
仏
は
定
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
」

②

次
の
経
文
の
違
い
を
確
認
し
な
が
ら
、
各
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

イ
、
「
唯
有
一
仏
乗
」
・
・
・
法
華
経

化
城
喩
品

第
七
に
「

諸

仏

は

方
便
力

を
も
っ
て

分
別

し
て

三

乗

を
説
き
た
も
う

唯
有
一
仏
乗

の
み
あ
り
」
と
あ
る
。
た
だ
法

華
経
だ
け
が

一
仏
乗

の
教
え
で
あ
る
。

ロ
、「
唯
有
一
乗
法
」
・
・
・
法
華
経

方
便
品

第
二
の
「

唯

一
乗
の
法

の
み
有
り

」
と
読
む
。
十
方
仏

土
の
中
に
は
、
唯
一
仏
乗
の
教
え
の
み
あ
る
こ
と
。



③

次
の
経
文
の
言
葉
の
語
訳
に
つ
い
て
各
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

イ
、
終
不
得
成
・
無
上
菩
提

無
量
義
経

の
文
。「

終
に
無
上
菩
提
を
成
ず
る
こ
と
を
得
ず

」
と
読
む
。

爾

前

の
経
で
は
長
期

に
わ
た
る
修
行
を
し
て
も
結
局
は

成

仏

で
き
な
い
と
、

爾
前
経

を
打
ち
破
っ
た
言
葉
。

ロ
、
世
尊
法
久
後
・
要
当
説
真
実

法
華
経

方
便
品

第
二
の
文
。「

無
量
義
経

」
と
読
む
。

仏

は

四
十
余
年

間
、

方

便

の

教
え
を
説
い
て
き
た
が
、
い
よ
い
よ

真

実

の
教
え
を
説
く
、
と
い
う
こ
と
。

ハ
、
無
二
亦
無
三
・
除
仏
方
便
説

法
華
経

方
便
品

第
二
の
文
。
「

ニ
無
く
亦
三
無
く
、
仏
の
方
便
の
説
を
ば
除
く

」
と
読
む
。

十
方
仏
土

の
中
に
は

第
二
・
第
三

の
法
は
な
く
、

唯
一
乗

の
法
の
み
あ
る
こ
と
。

ニ
、
正
直
捨
方
便

法
華
経

方
便
品

第
二
の
文
。
「

正
直
に
方
便
を
捨
つ

」
と
読
む
。
「
諸
の

菩

薩

の
中
に
於
い
て

正
直
に

方

便

を
捨
て
て
但

無
上
道

を
説
く
」
と
あ
る
。
釈
尊
が
四
十
余
年
間
に
説
い
て
き
た
華
厳
・

阿
含
・
方
等
・
般
若
等
の
経
典
の
教
え
・

権

教

で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
。

ホ
、
乃
至
不
受
余
経
一
偈

法
華
経

譬
喩
品

第
三
の
文
。
「

乃
至
余
経
の
一
偈
を
も
受
け
ざ
れ

」
と
読
む
。
真
実
の
義
を
説
く
唯
一

の

大

乗

経
典
で
あ
る

法
華
経

の
み
を
信
じ
、
そ
れ
以
外
の

爾
前
権
教

は
一
偈
一
句
た
り
と
も
信

仰
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
持
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

ヘ
、
若
人
不
信
・
毀
謗
此
経
・
即
断
一
切
世
間
仏
種
・
乃
至
其
人
命
終
・
入
阿
鼻
獄

法
華
経

譬
喩
品

第
三
の
文
。

「

若
し
人
信
ぜ
ず
し
て
此
の
経
を
毀
謗
せ
ば
、
則
ち
一
切
世
間
の
仏
種
を
断
ぜ
ん

」

乃
至
「

其
の
人
命
終
し
て
阿
鼻
獄
に
入
ら
ん

」
と
読
む
。
間
断
な
き
絶
望
的
苦
悩
の
生
命
境
涯
を
表
現
す

る
経
文
で
あ
る
。



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

⑪

／

如
説
修
行
抄
（
御
文
編
）

問

次
の
「
摂
受
折
伏
の
大
旨
を
判
ず
」
段
の
御
文
に
つ
い
て
、

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
、
あ
と
の
問

い
に
答
え
な
さ
い
。

『
難
じ
て
云
く
左
様
に

方
便
権
教

た
る

諸
経
諸
仏

を
信
ず
る
を

法
華
経

と
云
は
ば
こ
そ
、
只
一
経

に
限
り
て
経
文
の
如
く

五
種
の
修
行

を
こ
ら
し

安
楽
行
品

の
如
く
修
行
せ
ん
は

如
説
修
行

の
者
と
は

云
わ
れ
候
ま
じ
き
か
如
何
。

答
え
て
云
く
凡
仏
法
を
修
行
せ
ん
者
は

摂
折
ニ
門

を
知
る
可
き
な
り
一
切
の
経
論
此
の
二
を
出
で
ざ
る
な
り
、
さ

れ
ば
国
中
の
諸
学
者
等
仏
法
を
あ
ら
あ
ら
学
す
と
云
へ
ど
も

時
刻
相
応

の
道
を
し
ら
ず
四
節
・
四
季
・
取
取
に
替

れ
り
、
夏
は
熱
く
冬
は
つ
め
た
く
春
は
花
さ
き
秋
は
菓
な
る
春
種
子
を
下
し
て
秋
菓
を
取
る
べ
し
秋
種
子
を
下
し
て
春

菓
を
取
ら
ん
に
豈
取
ら
る
可
け
ん
や
、
極
寒
の
時
は
厚
き
衣
は
用
な
り
極
熱
の
夏
は
な
に
か
せ
ん
、
涼
風
は
夏
の
用
な

り
冬
は
な
に
か
せ
ん
、
仏
法
も
亦
復
是
く
の
如
し
小
乗
の
流
布
し
て
得
益
あ
る
べ
き
時
も
あ
り
、
権
大
乗
の
流
布
し
て

得
益
あ
る
べ
き
時
も
あ
り
、

実

教

の
流
布
し
て
仏
果
を
得
べ
き
時
も
あ
り
、
然
る
に

正
像
二
千
年

は
小
乗

権
大
乗
の
流
布
の
時
な
り
、

末

法

の
始
め
の
五
百
年
に
は
純
円
・
一
実
の
法
華
経
の
み

広
宣
流
布

の
時
な

り
、
此
の
時
は

闘
諍
堅
固

・

白
法
隠
没

の
時
と
定
め
て

権
実
雑
乱

の
砌
な
り
、
敵
有
る
時
は
刀
杖
弓

箭
を
持
つ
可
し
敵
無
き
時
は
弓
箭
兵
杖
何
に
か
せ
ん
、
今
の
時
は
権
教
即
実
教
の
敵
と
成
る
な
り
、

一
乗
流
布

の

時
は
権
教
有
つ
て
敵
と
成
り
て
・
ま
ぎ
ら
は
し
く
ば
実
教
よ
り
之
を
責
む
可
し
、
是
を

摂
折
ニ
門

の
中
に
は
法
華

経
の

折

伏

と
申
す
な
り
、
天
台
云
く
「

法
華
折
伏
・
破
権
門
理

」
と
ま
こ
と
に
故
あ
る
か
な
、
然
る
に
摂

受
た
る
四
安
楽
の
修
行
を
今
の
時
行
ず
る
な
ら
ば
冬
種
子
を
下
し
て
春
菓
を
求
る
者
に
あ
ら
ず
や
、
雞
の
暁
に
鳴
く
は

用
な
り
宵
に
鳴
く
は
物
怪
な
り
、

権
実
雑
乱

の
時

法
華
経

の
御
敵
を
責
め
ず
し
て
山
林
に
閉
じ
籠
り
摂
受
を

修
行
せ
ん
は
豈

法
華
経

の
時
を
失
う
物
怪
に
あ
ら
ず
や
』

①

次
の
文
は
「
釈
尊
の
仏
法
」
と
「
大
聖
人
の
仏
法
」
の
相
対
を
述
べ
て
い
ま
す
。

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ

い
。

イ
、
釈
尊
の
仏
法
は
、

脱
益
・
熟
益

の
利
益
が
あ
り
、

本
已
有
善

の
衆
生
が
対
象
の
本
果
妙
。

教
主
は
、

五
百
塵
点
劫
成
道
の
釈
尊

で
、
時
代
は

正
像
二
千
年

ロ
、
大
聖
人
の
仏
法
は
、

下
種
益

の
利
益
が
あ
り
、

本
未
有
善

の
衆
生
が
対
象
の
本
因
妙
。

教
主
は
、

久
遠
元
初
自
受
用
無
作
三
身
如
来

で
、
時
代
は

末
法
万
年
・
尽
未
来
際

②

『
宗
教
の
五
綱
』の
復
習
で
す
。
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

日
蓮
大
聖
人
の
三
大
秘
法
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
こ
そ

末

法

に
流
布
す
べ
き
唯
一
の

正

法

で
あ
る
こ

と
を
、

教

・

機

・

時

・

国

・

教
法
流
布
の
先
後

の
五
つ
の
根
拠
か
ら
明
か
し
た
、
大
聖

人
独
自
の
教
相
判
釈
で
、
正
法
を
知
る
た
め
の
判
断
基
準
で
あ
り
、
規
範
で
も
あ
り
ま
す
。

③

次
の
文
は
、
「
法
華
折
伏
・破
権
門
理
」
に
つ
て
の
解
説
文
で
す
。
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

元
来
、
真
の
成
仏
の
法
は
こ
れ
以
外
に
な
い
と
す
る

法
華
経

が

折

伏

行
を
根
本
と
す
る
こ
と
は
当
然

で
あ
り
、

天
台
大
師

が
『
法
華
玄
義
』
の
な
か
で
「
法
華
は

折

伏

に
し
て
、

権
門
の
理

を
破
す
」

と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

正

法

・

像

法

時
代
の

摂

受

の
修

行
で
あ
る
四
安
楽
行
な
ど
を
、
今
の
時
に
山
中
に
籠
っ
て
実
践
し
て
い
る
の
は
、
時
に
か
な
わ
ず
無
益
で
あ
る
と
大

聖
人
は
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

末

法

と
い
う
「

時

」
を
わ
き
ま
え
な
い
姿
は
、
朝
に
鳴
か
な
い

で
夕
方
に
鳴
く
鶏
と
同
じ
で
、
そ
れ
を
「

物

怪

」
と
い
う
の
で
あ
る
と
断
じ
ら
れ
て
い
る
。



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

⑫

／

如
説
修
行
抄
（
御
文
編
）

問
一

次
の
「
末
法
如
説
修
行
の
人
を
明
か
す
」
段
の
御
文
に
つ
い
て
、

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ

い
。

『
さ
れ
ば

末

法

・
今
の
時
・

法
華
経

の

折

伏

の
修
行
を
ば
誰
か
経
文
の
如
く
行
じ
給
へ
し
ぞ
、

誰
人
に
て
も
坐
せ
諸
経
は

無
得
道

・

堕
地
獄

の
根
源
・

法
華
経

独
り
成
仏
の
法
な
り
と
音
も
惜
ま
ず

よ
ば
は
り
給
は
り
給
い
て
諸
宗
の
人
法
共
に

折

伏

し
て
御
覧
ぜ
よ

三
類
の
強
敵

来
ら
ん
事
疑
い
無
し
。
我

等
が
本
師
・
釈
迦
如
来
は
在
世

八

年

の
間
折
伏
し
給
ひ
天
台
大
師
は

三
十
余
年

・
伝
教
大
師
は
二
十
余
年
・

今
日
蓮
は

二
十
余
年

の
間
権
理
を
破
す
其
の
間
の
大
難
数
を
知
ら
ず
、
仏
の

九
横
の
大
難

に
及
ぶ
か
及
ば
ざ

る
は
知
ら
ず
、
恐
ら
く
は
天
台
・
伝
教
も
法
華
経
の
故
に
日
蓮
が
如
く

大

難

に
値
い
給
い
し
事
な
し
、
彼
は
只

悪
口
・
怨
嫉
計
り
な
り
、
是
は
両
度
の
御
勘
気
・
遠
国
に
流
罪
せ
ら
れ

竜

口

の
頸
の
座
・
頭
の
疵
等
其
の
外
悪

口
せ
ら
れ
弟
子
等
を
流
罪
せ
ら
れ
籠
に
入
れ
ら
れ
檀
那
の
所
領
を
取
ら
れ
御
内
を
出
だ
さ
れ
し
、
是
等
の
大
難
に
は
竜

樹
・
天
台
・
伝
教
も
争
か
及
び
給
う
べ
き
、
さ
れ
ば

如
説
修
行

の
法
華
経
の
行
者
に
は

三
類
の
強
敵

打
ち
定

ん
で
有
る
可
し
と
知
り
給
へ
、
さ
れ
ば
釈
尊
御
入
滅
の
後

二
千
年
余
年

が
間
に

如
説
修
行

の
行
者
は
釈
尊
・

天
台
・
伝
教
の
三
人
は
・
さ
て
を
き
候
ぬ
、
末
法
に
入
つ
て
は

日

蓮

並
び
に

弟
子
檀
那

等
是
な
り
、
我
等

を

如
説
修
行

の
者
と
い
は
ず
ば
釈
尊
・
天
台
・
伝
教
等
の
三
人
も

如
説
修
行

の
人
な
る
べ
か
ら
ず
、
提
婆
・

瞿
伽
利
・
善
星
・
弘
法
・
慈
覚
・
智
証
・
善
導
・
法
然
・
良
観
房
等
は
即
ち

法
華
経

の
行
者
と
云
は
れ
、
釈
尊
・

天
台
・
伝
教
・
日
蓮
並
び
に
弟
子
・
檀
那
は
念
仏
・
真
言
・
禅
・
律
等
の
行
者
な
る
べ
し
、
法
華
経
は
方
便
権
教
と
云

は
れ
念
仏
等
の
諸
経
は
還
つ
て
法
華
経
と
な
る
べ
き
か
、
東
は
西
と
な
り
西
は
東
と
な
る
と
も
大
地
は
持
つ
所
の
草
木

共
に
飛
び
上
り
て
天
と
な
り
天
の
日
月
・
星
宿
は
共
に
落
ち
下
り
て
地
と
な
る
た
め
し
は
あ
り
と
も
・
い
か
で
か
此
の

理
あ
る
べ
き
』

問
二

次
の
文
は
、
「
如
説
修
行
の
行
者
」
の
受
難
の
先
例
を
解
説
し
た
文
で
す
。

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を

答
え
な
さ
い
。

末
法
に
折
伏
を
行
ず
れ
ば
、
必
ず

三
類
の
強
敵

な
ど
の
大
難
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
仰
せ
に
な
り
、
そ
し
て
、

如
説
修
行
の
行
者
の
受
難
の
先
例
を
挙
げ
て
日
蓮
大
聖
人
御
自
身
こ
そ
が

末

法

の

法
華
経

の
行
者
で

あ
る
こ
と
を
明
か
さ
れ
て
い
る
。
釈
尊
の

九
横
の
大
難

は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
天
台
大
師
も
伝
教
大
師
も
大

難
に
あ
っ
て
い
な
い
」
と
仰
せ
で
あ
る
。
天
台
大
師
も
伝
教
大
師
も
「

悪
口
や
怨
嫉

」
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、

日
蓮
大
聖
人
の
場
合
は
、

伊
豆
流
罪

佐
渡
流
罪

竜
の
口
の
頸
の
座

と
、
権
力
に
よ
る
生
命
に

か
か
わ
る
大
難
で
あ
り
、
ま
た
、
弟
子
門
下
た
ち
も
牢
に
入
れ
ら
れ
た
り
、
財
産
を
没
収
さ
れ
た
り
し
た
。
こ
れ
ほ

ど
の
大
難
に
は
「

竜

樹

・

天

台

・

伝

教

も
争
か
及
び
給
う
べ
き
」
と
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
。



問
三

次
の
「
末
法
如
説
修
行
の
人
を
明
か
す
」
段
の
御
文
に
つ
い
て
、

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ

い
。

『
哀
な
る
か
な
今
・
日
本
国
の
万
民
・
日
蓮
並
び
に
弟
子
檀
那
等
が

三
類
の
強
敵

に
責
め
ら
れ
大
苦
に
値
う
を

見
て
悦
ん
で
笑
ふ
と
も
昨
日
は
人
の
上
・
今
日
は
身
の
上
な
れ
ば
日
蓮
並
び
に
弟
子
・
檀
那
と
も
に
霜
露
の
命
の
日
影

を
待
つ
計
り
ぞ
か
し
、
只
今
仏
果
に
叶
い
て

寂
光
の
本
土

に
居
住
し
て

自
受
法
楽

せ
ん
時
、
汝
等
が
阿
鼻
大

城
の
底
に
沈
み
て
大
苦
に
値
わ
ん
時
我
等
何
計
無
慚
と
思
は
ん
ず
ら
ん
、
汝
等
何
計
う
ら
や
ま
し
く
思
は
ん
ず
ら
ん
、

一
期
を
過
ぐ
る
事
程
も
無
け
れ
ば
い
か
に
強
敵
重
な
る
と
も
・
ゆ
め
ゆ
め
退
す
る
心
な
か
れ
恐
る
る
心
な
か
れ
、
縦
ひ

頸
を
ば
鋸
に
て
引
き
切
り
・
ど
う
を
ば
ひ
し
ほ
こ
を
以
て
・
つ
つ
き
・
足
に
ほ
だ
し
を
打
つ
て
き
り
を
以
つ
て
も
む
と

も
、
命
の
か
よ
は
ん
ほ
ど
は

南
無
妙
法
蓮
華
経

・

南
無
妙
法
蓮
華
経

と
唱
え
て
唱
へ
死
に
死
る
な
ら
ば
釈
迦
・

多
宝
・
十
方
の
諸
仏
・
霊
山
会
上
に
し
て
御
契
約
な
れ
ば
須
臾
の
程
に
飛
び
来
り
て
手
を
と
り
肩
に
引
懸
け
て
霊
山
へ
・

は
し
り
給
は
ば
二
聖
・
二
天
・

十
羅
刹
女

は
受
持
の
者
を
擁
護
し

諸

天

・

善

神

は
天
蓋
を
指
し

旛
を
上
げ
て
我
等
を
守
護
し
て
慥
か
に

寂
光
の
宝
刹

へ
送
り
給
う
べ
き
な
り
、
あ
ら
う
れ
し
や
・
あ
ら
う
れ
し
や
』

文
永
十
年
癸
酉
五
月
日

日
蓮
在
御
判

人
々
御
中
へ

此
の
書
御
身
を
離
さ
ず
常
に
御
覧
有
る
可
く
候

問
四

次
の
文
は
日
寛
上
人
が
右
の
「
追
記
」
の
御
文
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

に
あ
て
は
ま
る
こ

と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

「
常
に

心

に

折

伏

を
忘
れ
て
、

四
箇
の
格
言

を
思
わ
な
け
れ
ば
、

心

が

謗

法

に
同

ず
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

口

に

折

伏

を
い
わ
な
け
れ
ば
、

口

が

謗

法

に
同
ず
る
こ
と

に
な
る
。

手

に
数
珠
を
持
ち
、

本

尊

に
向
か
わ
な
け
れ
ば
、

身

が

謗

法

に
同
ず
る
こ
と

に
な
る
。
ゆ
え
に
、

法
華
本
門

の
本
尊
を
念
じ
、

本
門
寿
量

の
本
尊
に
向
か
い
、

口

に

法
華
本
門
寿
量
文
底
下
種

の

一
念
三
千

の

南
無
妙
法
蓮
華
経

を
唱
う
る
時
は
、
身
口
意

の
三
業
に
折
伏
を
行
ず
る
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ

身
口
意
の
三
業

に

法
華
経

を
信
ず
る
人
な

の
で
あ
る
」



中
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御
本
尊
相
貌
抄
（
背
景
編
）

問

次
の
文
は
、｢

御
本
尊
相
貌
抄｣

の
背
景
・
大
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
文
中
の
ア

～
ニ

に

あ
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
答
え
な
さ
い
。

本
抄
は
、
ア

建
治
三
年

年
の
八
月
二
十
三
日
、
大
聖
人
が
五
十
六
歳
の
時
、
イ

身

延

に
お
い
て
御
述
作
さ

れ
、
ウ

日
女
御
前

に
与
え
ら
れ
た
御
抄
で
あ
る
。

三
年
前
の
文
永
十
一
年
十
月
、
大
聖
人
の
予
言
通
り
エ

蒙
古
の
襲
来

（
文
永
の
役
）
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時

は
大
風
が
吹
い
て
、
蒙
古
軍
は
引
き
上
げ
て
い
き
ま
し
た
の
で
、
日
本
は
難
を
逃
れ
ま
し
た
が
、
翌
年
に
は
使
者
が
再

来
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
人
々
は
、
第
二
次
の
襲
来
に
お
び
え
、
不
安
の
日
々
を
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。こ

う
し
た
な
か
、
大
聖
人
は
イ

身

延

に
お
い
て
、
オ

令
法
久
住

の
た
め
、
弟
子
の
育
成
と
末
法
万
年
の
大

白
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
、
力
を
注
が
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
現
実
社
会
へ
の
カ

弘

教

は
、
キ

日
興
上
人

を
は
じ
め
と
す
る
門
下
に
託
さ
れ
た
の
で
す
。

特
に
、
本
抄
が
し
た
た
め
ら
れ
た
ア

建
治
三
年

に
は
、
ク

四
条
金
吾

や
ケ

池
上
兄
弟

、コ

南
条
時
光

な

ど
が
、
信
仰
ゆ
え
の
苦
難
に
直
面
し
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
こ
の
頃
は
、
門
下
の
人
々
に
と
っ
て
受
難
の
時
代
で
あ
っ

た
わ
け
で
す
。

【
四
条
金
吾
の
受
難
】
・
・
・
建
治
三
年
の
六
月
、
桑
ヶ
谷
で
の
竜
象
房
と
の
法
論
を
契
機
に
讒
奏
（
ざ
ん
そ
う
）

さ
れ
た
四
条
金
吾
は
、
主
君
の
江
間
氏
か
ら
、
法
華
経
の
信
仰
を
捨
て
る
起
請
文
を
書
け
と
の
詰
問
状
を
受
け
、

窮
地
に
陥
り
ま
し
た
。
金
吾
は
、
た
と
え
所
領
を
没
収
さ
れ
て
も
起
請
文
は
書
か
ぬ
と
の
決
意
を
大
聖
人
に
報
告
、

九
月
に
入
っ
て
主
君
が
病
に
倒
れ
、
竜
象
房
は
病
死
し
、
金
吾
を
主
君
に
讒
言
（
ざ
ん
げ
ん
）
し
た
人
々
も
病
に

お
か
さ
れ
、
医
術
の
心
得
の
あ
る
金
吾
は
再
び
主
君
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

【
池
上
兄
弟
の
受
難
】
・
・
・
池
上
兄
弟
の
父
、
康
光
は
極
楽
寺
良
寛
に
帰
依
し
て
い
た
念
仏
の
強
信
者
で
あ
っ
た

た
め
、
兄
の
池
上
宗
仲
は
、
文
永
十
二
年
と
建
治
三
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
勘
当
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
、
妻
た
ち
と
と
も
に
父
を
入
信
に
導
き
ま
し
た
。
な
お
、
大
聖
人
は
弘
安
五
年
十
月
十
三
日
、
宗
仲
の
館
で
御

入
滅
さ
れ
ま
し
た
。

【
南
条
時
光
の
受
難
】
・
・
・
南
条
時
光
は
、
日
興
上
人
を
師
兄
と
仰
い
で
、
富
士
方
面
に
大
折
伏
戦
を
展
開
し
て

い
ま
し
た
。
建
治
三
年
は
、
熱
原
の
法
難
の
二
年
前
で
す
。
法
難
後
も
幕
府
の
弾
圧
に
よ
る
窮
乏
の
中
で
九
男
四

女
の
子
供
を
育
て
な
が
ら
御
供
養
を
続
け
ま
し
た
。

こ
う
し
た
時
代
背
景
の
な
か
で
、
ウ

日
女
御
前

は
純
真
・
強
盛
な
信
心
を
貫
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

ウ

日
女
御
前

に
つ
い
て
は
、
下
総
の
平
賀
忠
治
の
娘
で
、
池
上
宗
仲
の
妻
で
あ
る
と
も
、
松
野
殿
後
家
尼
の
娘
で

あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ウ

日
女
御
前

が
い
た
だ
い
た
二
編

の
御
書
の
内
容
か
ら
推
察
す
る
と
、
学
識
も
深
く
、
教
養
も
あ
り
、
し
か
も
信
心
強
盛
な
女
性
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
本
抄
は
、
ウ

日
女
御
前

が
、
大
聖
人
か
ら
御
本
尊
を
授
与
さ
れ
、
感
謝
し
て
御
供
養
を
お
届
け
し
た
際
の
御
返

事
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
御
本
尊
に
つ
い
て
の
細
か
い
種
々
の
御
指
導
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
抄
で
は
、
冒
頭
に
御
本
尊
へ
の
御
供
養
に
対
す
る
謝
辞
が
述
べ
ら
れ
、
サ

日
蓮
大
聖
人

が
御
図
顕
さ
れ
る
御

本
尊
は
、
シ

正

法

・
ス

像

法

時
代
の
二
千
年
に
は
そ
の
名
さ
え
な
く
、
セ

天

台

・
ソ

伝

教

等

も
顕
す
こ
と
は
で
き
ず
、
タ

末

法

に
入
っ
て
日
蓮
大
聖
人
が
初
め
て
顕
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
こ
の
御
本
尊
の
相
貌
は
、
チ

法

華

経

の
ツ

虚
空
会

の

儀
式

を
そ
の
ま
ま
写
し
た
の
で
あ
り
、

テ

一
念
三
千
即
自
受
用
身

の
当
体
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
に
、
未
曾
有
の
御
本
尊
を
受
持
す
る
功

徳
を
明
か
さ
れ
、
ト

現
当
二
世

に
わ
た
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
更
に
、
こ
の
御
本
尊
は
ウ

日
女
御
前

自
身
の
胸

中
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、
更
に
、
御
本
尊
に
対
す
る
信
心
は
「
ナ

無

二

」
の
姿
勢
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
タ

末

法

で
は
御
本
尊
を
受
持
し
ニ

南
無
妙
法
蓮
華
経

と
唱
え
る
唱
題
行
こ
そ
が
唯
一
の
修
行
で

あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
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問

次
の
「
御
本
尊
相
貌
抄
」
の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①

次
の
御
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

『
御
本
尊
供
養
の
御
為
に
鵞
目
五
貫
・
白
米
一
駄
・
菓
子
其
の
数
送
り
給
び
候
い
畢
ん
ぬ
、
抑
此
の
御
本
尊
は
在
世

五
十
年
の
中
に
は

八

年

・

八

年

の
間
に
も

涌
出
品

よ
り

属
累
品

ま
で
八
品
に
顕
れ
給
う
な

り
、
さ
て
滅
後
に
は

正

法

・

像

法

・

末

法

の
中
に
は

正
像
二
千
年

に
は
・
い
ま
だ
本
門

の
本
尊
と
申
す
名
だ
に
も
な
し
、
何
に
況
や
顕
れ
給
は
ん
を
や
又
顕
す
べ
き
人
な
し
、

天
台
妙
楽
伝
教

等
は
内
に

は
鑒
み
給
へ
ど
も
故
こ
そ
あ
る
ら
め
言
に
は
出
だ
し
給
は
ず
、
彼
の
顔
淵
が
聞
き
し
事
・
意
に
は
さ
と
る
と
い
へ
ど
も

言
に
顕
し
て
い
は
ざ
る
が
如
し
、
然
る
に

仏
滅
後
二
千
年

過
ぎ
て

末
法
の
始
の
五
百
年

に
出
現
せ
さ
せ
給
ふ

べ
き
由
経
文
赫
赫
た
り
明
明
た
り
・

天
台
妙
楽

等
の
解
釈
分
明
な
り
。

爰
に

日

蓮

い
か
な
る
不
思
議
に
て
や
候
ら
ん

竜
樹
天
親

等
・

天
台
妙
楽

等
だ
に
も
顕
し
給
は
ざ
る

大
曼
荼
羅
を
・

末
法
二
百
余
年

の
比
は
じ
め
て

法
華
弘
通

の
は
た
じ
る
し
と
し
て
顕
し
奉
る
な
り
、
是
全
く

日
蓮
が
自
作
に
あ
ら
ず
多
宝
塔
中
の

大
牟
尼
世
尊
分
身
の
諸
仏

す
り
か
た
ぎ
た
る
本
尊
な
り
』

②

次
の
文
は
、
右
の
御
文
の
解
説
文
で
す
。

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

御
本
尊
が
初
め
て
顕
れ
た
時
と
、
こ
の
御
本
尊
が
弘
め
ら
れ
て
い
く
時
に
つ
い
て
の
御
教
示
で
す
。

「
此
の
御
本
尊
は
在
世
五
十
年
の
中
に
は

八

年

」
と
は
、
釈
尊
が
法
華
経
を
説
い
た

八

年

を
指
し
ま

す
。「

八

年

の
間
に
も

涌
出
品

よ
り

属
累
品

ま
で
八
品
に
顕
れ
」
と
は
、
釈
尊
在
世
五
十
年
の
説
法

の
中
で
も
、
最
後
の

八

年

に
説
か
れ
た
法
華
経
、
そ
の
法
華
経
の
中
で
も

涌
出
品

よ
り

属
累
品

ま

で
の
八
品
に
顕
れ
て
い
る
、
と
仰
せ
で
す
。

涌
出
品

で
は
、

末
法
弘
通
の
付
嘱

を
受
け
る
た
め
に
、
本
化

地
涌
の
菩
薩

が
大
地
か
ら
涌

出
し
、

神
力
品

で
付
嘱
の
儀
式
が
あ
り
、

属
累
品

で
姿
を
消
し
ま
す
。
し
か
し
、
御
本
尊
が
説
か
れ
る
の
は
、

寿
量
品

の
み
で
あ
り
、
仏
の
久
遠
の
寿
命
が
明
か
さ
れ
、
久
遠
の
妙
法
が
、
そ
の
文
の
底
に
秘
沈
さ
れ
た
の
で
す
。

ゆ
え
に
、
八
品
に
は
、
そ
の

別
付
嘱

と

総
付
嘱

の
次
第
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
大
聖
人
は
、
「
八
品

に
顕
れ
給
う
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

次
に
、
「
正
像
（
正
法
・
像
法
）
未
曾
有
の
御
本
尊
な
る
こ
と
」
を
明
か
さ
れ
ま
す
。

釈
尊
滅
後
に
お
い
て
は
、

天
台
妙
楽
伝
教

等
の
像
法
時
代
の
正
師
達
は
、

寿
量
品

の
文
底
に
秘
沈
さ
れ
た

久
遠
の
妙
法
、
す
な
わ
ち
御
本
尊
を
、
自
ら
の
心
の
中
で
は
は
っ
き
り
と
覚
知
し
て
い
ま
し
た
が
、
あ
く
ま
で
自
分
の

心
に
と
ど
め
て
、
敢
え
て
言
葉
に
出
し
て
弘
め
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
「
曽
谷
入
道
殿
許

御
書
」
（
御
書
一
〇
二
八
ペ
ー
ジ
）
で
は
「
一
に
は
自
身
堪
え
ざ
る
が
故
に
二
に
は
所
被
の
機
無
き
が
故
に
三
に
は
仏

よ
り
譲
り
与
え
ら
れ
ざ
る
が
故
に
四
に
は
時
来
た
ら
ざ
る
が
故
な
り
」
の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ゆ
え
に
、
正
像
（
正
法
・
像
法
）
時
代
に
は
「
顕
す
べ
き
人
な
し
」
と
さ
れ
た
御
本
尊
が
、
末
法
に
至
り
、
大
聖
人

に
よ
っ
て
初
め
て
「

法
華
弘
通

の
は
た
じ
る
し
」
と
し
て
顕
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
「
多
宝
塔
中
の

大
牟
尼
世
尊
分
身
の
諸
仏

す
り
か
た
ぎ
た
る
本
尊
な
り
」
と
は
、
多
宝
塔
の
中
の
多

宝
仏
と
、

釈
迦
牟
尼
世
尊

、
そ
の
外
に
い
る
十
方
の

分
身
諸
仏

な
ど
、
す
べ
て
の
仏
が
一
緒
に
な
っ
て
残

し
た
本
尊
で
あ
る
と
仰
せ
で
す
。
こ
れ
は
、

虚
空
会
の
儀
式

を
そ
の
ま
ま
写
し
た
の
が
御
本
尊
で
あ
る
と
仰
せ
な

の
で
す
。
そ
の
顕
さ
ん
と
さ
れ
た
も
の
は
、
大
聖
人
の
御
生
命
と
一
体
の

南
無
妙
法
蓮
華
経

即

一
念
三
千
の
法

で
あ
り
ま
す
。



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

⑮

／

御
本
尊
相
貌
抄
（
御
文
編
）

問

次
の
「
御
本
尊
の
相
貌
を
明
か
す
」
段
の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

『
さ
れ
ば
首
題
の
五
字
は
中
央
に
か
か
り
・
四
大
天
王
は
宝
塔
の
四
方
に
坐
し
・
釈
迦
・
多
宝
・
本
化
の
四
菩
薩
肩

を
並
べ
普
賢
・
文
殊
等
・
舎
利
弗
・
目
連
等
坐
を
屈
し
・
日
天
・
月
天
・
第
六
天
の
魔
王
・
竜
王
・
阿
修
羅
・
其
の
外

不
動
・
愛
染
は
南
北
の
二
方
に
陣
を
取
り
・
悪
逆
の
達
多
・
愚
癡
の
竜
女
一
座
を
は
り
・
三
千
世
界
の
人
の
寿
命
を
奪

ふ
悪
鬼
た
る
鬼
子
母
神
・
十
羅
刹
女
等
・
加
之
日
本
国
の
守
護
神
た
る
天
照
太
神
・
八
幡
大
菩
薩
・
天
神
七
代
・
地
神

五
代
の
神
神
・
総
じ
て
大
小
の
神
祇
等
・
体
の
神
つ
ら
な
る
・
其
の
余
の
用
の
神
豈
も
る
べ
き
や
、
宝
塔
品
に
云
く
「
諸

の
大
衆
を
接
し
て

皆
虚
空
に
在
り
」
云
云
、
此
等
の
仏
菩
薩
・
大
聖
等
・
総
じ
て
序
品
列
坐
の
二
界
八
番
雑
衆
等
一

人
も
も
れ
ず
、
此
の
御
本
尊
の
中
に
住
し
給
い
妙
法
五
字
の
光
明
に
て
ら
さ
れ
て
本
有
の
尊
形
と
な
る
是
を
本
尊
と
は

申
す
な
り
』

①

次
の
文
は
、
右
の
御
文
の
解
説
文
で
す
。

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

法
華
経

見
宝
塔
品

第
十
一
で
、
宝
塔
が
出
現
し
て
虚
空
に
浮
か
び
、
釈
尊
が
そ
の
宝
塔
の
中
に
入
っ
て
多
宝
仏

と
並
座
し
て
、

虚
空
会
の
儀
式

が
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
法
華
経
の
会
座
に
つ
ら
な
っ
て
い
た
一
切
の
大
衆

も
、
釈
尊
の
神
通
力
に
よ
っ
て
虚
空
に
置
か
れ
る
の
で
す
。
こ
の

虚
空
会
の
儀
式

に
は
、
釈
迦
・
多
宝
（
仏
界
）

か
ら
、

竜

女

（
畜
生
界
）
・

鬼
子
母
神

（
餓
鬼
界
）
・

提
婆
達
多

（
地
獄
界
）
に
至
る

十

界

の

衆
生
が
列
座
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
釈
尊
自
身
の

十
界
互
具

の
生
命
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
と
も
に
、
す
べ
て

の
人
の
生
命
の
実
相
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

大
聖
人
は
、
こ
の

虚
空
会
の
儀
式

を
借
り
て
、
御
自
身
の
生
命
を
御
本
尊
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
で
す
。
た

だ
し
、
御
本
尊
の
中
央
に
し
た
た
め
ら
れ
た
「
南
無
妙
法
蓮
華
経

日
蓮
」
の
首
題
、
す
な
わ
ち
、

久
遠
元
初

の

妙
法
は
、
釈
尊
の
法
華
経
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、

寿
量
品

の
文
底
に
秘
沈
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
中
央
の

「

妙
法
五
字

」
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
と
き
、
十
界
の
生
命
が
す
べ
て
、
本
来
の
尊
い
姿
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で

す
。
そ
れ
を
「

本
有
の
尊
形

」
と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
生
命
に
約
せ
ば
、

南
無
妙
法
蓮
華
経

に
よ
っ
て

仏

界

や

菩
薩
界

な
ど
、
本
来
は
冥
伏

し
が
ち
で
あ
っ
た
生
命
状
態
が
躍
動
す
る
と
と
も
に
、

三
悪
道

や

四
悪
趣

な
ど
、
本
来
も
っ
て
い
る
破
壊
的

衝
動
や
欲
望
が
、
そ
の
人
の
生
命
を
守
る
本
来
の
創
造
的
な
働
き
へ
と
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

②

次
の
御
文
は
、
「
経
釈
を
挙
げ
ら
れ
て
示
さ
れ
た
」
段
で
す
。

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

『
経
に
云
く
「

諸
法
実
相

」
是
な
り
、

妙

楽

云
く
「

実

相

は
必
ず

諸

法

・

諸

法

は
必
ず

十

如

乃
至

十

界

は
必
ず
身
土
」
云
云
、
又
云
く
「
実
相
の
深
理
本
有
の

妙
法
蓮
華
経

」

等
と
云
云
、

伝
教
大
師

云
く
「

一
念
三
千

即

自
受
用
身

・

自
受
用
身

と
は
出
尊
形
の
仏
」
文
、

此
の
故
に
未
曾
有
の

大
曼
荼
羅

と
は
名
付
け
奉
る
な
り
、
仏
滅
後
・

二
千
二
百
二
十
余
年

に
は
此
の
御
本
尊

い
ま
だ
出
現
し
給
は
ず
と
云
う
事
な
り
。
』

《
参
考
》

『
実
相
と
云
う
は
妙
法
蓮
華
経
の
異
名
な
り
・
諸
法
は
妙
法
蓮
華
経
と
云
う
事
な
り
、
地
獄
は
地
獄
の
す
が
た
を
見

せ
た
る
が
実
の
相
な
り
、
餓
鬼
と
変
ぜ
ば
地
獄
の
実
の
す
が
た
に
は
非
ず
、
仏
は
仏
の
す
が
た
凡
夫
は
凡
夫
の
す

が
た
、
万
法
の
当
体
の
す
が
た
が
妙
法
蓮
華
経
の
当
体
な
り
と
云
う
事
を
諸
法
実
相
と
は
申
す
な
り
』

「
諸
法
実
相
抄
」
（
御
書
一
三
五
九
ペ
ー
ジ
）

【
作
／
孔

寛
司
】
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問

次
の
「
御
本
尊
相
貌
抄
」
の
後
半
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①

次
の
御
文
（
「
御
本
尊
供
養
の
功
徳
を
説
示
す
る
」
段
）
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

『
か
か
る
御
本
尊
を

供

養

し
奉
り
給
ふ
女
人
・
現
在
に
は

幸
を
ま
ね
ぎ

後
生
に
は
此
の
御
本
尊
左
右
前

後
に
立
ち
そ
ひ
て
闇
に
燈
の
如
く
険
難
の
処
に

強
力
を
得
た
る

が
如
く
・
彼
こ
へ
ま
は
り
此
へ
よ
り
・
日
女
御
前

を
か
こ
み
・
ま
ほ
り
給
う
べ
き
な
り
、
相
構
え
相
構
え
て
と
わ
り
を
我
が
家
へ
よ
せ
た
く
も
な
き
様
に

謗
法
の
者

を
せ
か
せ
給
う
べ
し
、

悪
知
識

を
捨
て
て

善

友

に

親

近

せ
よ
と
は
是
な
り
』

②

次
の
御
文
（
「
御
本
尊
の
住
処
と
意
義
を
明
か
す
」
段
）
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

『
此
の
御
本
尊
全
く

余

所

に
求
る
事
な
か
れ
・
只
我
れ
等
衆
生
の
法
華
経
を
持
ち
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱

う
る

胸
中
の
肉
団

に
お
は
し
ま
す
な
り
、
是
を

九
識
心
王
真
如
の
都

と
は
申
す
な
り
、

十
界
互
具

と

は
十
界
一
界
も
か
け
ず
一
界
に
あ
る
な
り
、
之
に
依
つ
て
曼
荼
羅
と
は
申
す
な
り
、
曼
荼
羅
と
云
う
は
天
竺
の
名
な
り

此
に
は

輪
円
具
足

と
も

功
徳
聚

と
も
名
く
る
な
り
』

③

次
の
御
文
（
「
成
仏
の
要
諦
の
信
を
説
く
」
段
）
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

『
此
の
御
本
尊
も
只

信
心
の
二
字

に
を
さ
ま
れ
り

以
信
得
入

と
は
是
な
り
。

日
蓮
が
弟
子
檀
那
等
・

正
直
捨
方
便

・

不
受
余
経
一
偈

と

無

二

に
信
ず
る
故
に
よ
つ
て
・
此
の
御

本
尊
の
宝
塔
の
中
に
入
る
べ
き
な
り
・
た
の
も
し
・
た
の
も
し
、
如
何
に
も
後
生
を
た
し
な
み
給
ふ
べ
し
・
た
し
な
み

給
ふ
べ
し
、
穴
賢
・
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
ば
か
り
唱
へ
て
仏
に
な
る
べ
き
事
尤
も
大
切
な
り
、

信
心
の
厚
薄

に
よ

る
べ
き
な
り
仏
法
の
根
本
は

信
を
以
て
源

と
す
、
さ
れ
ば

止

観

の
四
に
云
く
「
仏
法
は
海
の
如
し
唯
信
の

み
能
く
入
る
」
と
、

弘

決

の
四
に
云
く
「
仏
法
は
海
の
如
し
唯
信
の
み
能
く
入
る
と
は
孔
丘
の
言
尚
信
を
首
と

為
す
況
や
仏
法
の
深
理
を
や
信
無
く
し
て
寧
ろ
入
ら
ん
や
、
故
に
華
厳
に
信
を
道
の
元
・
功
徳
の
母
と
為
す
」
等
、
又

止
の
一
に
云
く
「
何
が
円
の
法
を
聞
き
円
の
信
を
起
し
円
の
行
を
立
て
円
の
位
に
住
せ
ん
」
弘
の
一
に
云
く
「
円
信
と

言
う
は
理
に
依
つ
て
信
を
起
す
信
を
行
の
本
と
為
す
」
云
云
、

外

典

に
云
く
「
漢
王
臣
の
説
を
信
ぜ
し
か
ば
河

上
の
波
忽
ち
に
冰
り
李
広
父
の
讎
を
思
い
し
か
ば
草
中
の
石
羽
を
飲
む
」
と
云
え
り
、
所
詮
・

天
台
妙
楽

の
釈
分

明
に
信
を
以
て
本
と
せ
り
、
彼
の
漢
王
も
疑
は
ず
し
て
大
臣
の
こ
と
ば
を
信
ぜ
し
か
ば
立
波
こ
ほ
り
行
く
ぞ
か
し
、
石

に
矢
の
た
つ
是
れ
又
父
の
か
た
き
と
思
い
し
至
信
の
故
な
り
、
何
に
況
や
仏
法
に
お
い
て
を
や
』

④

次
の
御
文
は
「五
種
の
妙
行
」
に
つ
い
て
の
御
文
で
す
。
後
の
語
訳
文
の

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
答
え
な
さ
い
。

『
法
華
経
を
受
け
持
ち
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
う
る
即
五
種
の
修
行
を
具
足
す
る
な
り
、
此
の
事
伝
教
大
師
入
唐

し
て
道
邃
和
尚
に
値
い
奉
り
て
五
種
頓
修
の
妙
行
と
云
ふ
事
を
相
伝
し
給
ふ
な
り
、
日
蓮
が
弟
子
檀
那
の
肝
要
是
よ
り

外
に
求
る
事
な
か
れ
、
神
力
品
に
云
く
、
委
く
は
又
又
申
す
可
く
候
、
穴
賢
穴
賢
。
』

「
五
種
の
修
行
」
と
は
、
法
華
経

法
師
品

第
十
で
説
か
れ
る
五
つ
の
修
行
。

受

持

・

読

・

誦

・

解

説

・

書

写

の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
五
種
の
修
行
も
、

詮
じ
つ
め
れ
ば
「

受

持

」
の
一
行
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

受

持

の
対
象
こ
そ

が

三
大
秘
法

の
御
本
尊
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
五
種
の
修
行
を
た
だ
ち
に
行
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意

味
で
「

五
種
頓
修
の
妙
行

」
と
仰
せ
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
仏
法
は
万
人
に
開
か
れ
た
と
い
え
ま
す
。

観
心
本
尊
抄
に
「
釈
尊
の
因
行
果
徳
の
二
法
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
具
足
す
我
等
此
の
五
字
を
受
持
す
れ
ば
自
然

に
彼
の
因
果
の
功
徳
を
譲
り
与
え
給
う
」
（
御
書
二
四
六
ペ
ー
ジ
）
と
仰
せ
の
よ
う
に
、
釈
尊
が
成
仏
す
る
た
め
の
因

と
し
て
積
ん
だ
修
行
の
功
徳
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
成
就
し
た
仏
と
し
て
の
徳
が
、
す
べ
て
納
ま
っ
た
妙
法
五
字
・
七

字
の
御
本
尊
だ
か
ら
こ
そ
、

受

持

に
よ
っ
て
成
仏
が
か
な
う
の
で
す
。



中
級
試
験
発
心
プ
リ
ン
ト

⑰

／

日
顕
宗
破
折
編

問
一

次
の
御
文
の

の
中
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
、
そ
の
御
書
の
名
を
答
え
な
さ
い
。

「
若
し
善
比
丘
あ
っ
て

法

を
壊
る
者
を
置
い
て

呵

責

し
駈
遣
し

挙

処

せ
ず
ん
ば
当
に
知
る
べ

し
是
の
人
は

仏

法

の
中
の
怨
な
り
、
若
し
能
く
駈
遣
し

呵

責

し

挙

処

せ
ば
是
れ
我
が
弟
子
・

真
の

声

聞

な
り
」

御
書
名

立
正
安
国
論

問
二

仏
法
上
の

た
い
ざ
い

大
罪
に
「

ご
ぎ
ゃ
く
ざ
い

五
逆
罪

」
が
あ
り
ま
す
。
「
五
逆
」
の
四
つ
を
答
え
な
さ
い
。

小
乗
の
五
逆

・

大
乗
の
五
逆

・

同
類
五
逆

・

提
婆
の
五
逆

問
三

宗
門
が
第
二
次
世
界
大
戦
中
（
太
平
洋
戦
争
中
）
に
犯
し
た
謗
法
行
為
を
二
つ
挙
げ
な
さ
い
。

神
道
の
神
札
を
祭
っ
た
。

・

十
四
箇
所
の
御
文
を
御
書
か
ら
削
除
し
た
。

問
四

次
の
文
章
の

の
中
に
正
し
い
言
葉
を
書
き
入
れ
て
文
章
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

日
顕
宗
で
は
、
「
法
主
は
大
御
本
尊
と
不
二
の

そ
ん
た
い

尊
体
で
あ
る
」
な
ど
と
、「
法
主
絶
対
論
（
法
主
信
仰
）
」
を
立
て
て

い
ま
す
。
し
か
し
、に

っ
こ
う

日
興

し
ょ
う
に
ん

上

人
は
法
主
も
誤
り
を

お
か犯

す
こ
と
を

よ
け
ん

予
見
さ
れ
、「

日
興
遺
誡
置
文

」
）
で
「

と
き時

の
か
ん
ず

貫
首

た為

り
と

い
え
ど

雖

も

仏

法

に
そ
う
い

相
違
し
て

己

義

を
か
ま構

え
ば

こ
れ之

を
も
ち用

う
べ可

か
ら
ざ
る

こ
と事

」
と
仏
法
違
背
の
法
主
を
用

い
て
は
な
ら
な
い
と
仰
せ
で
す
。

ま
た
、「
先
師
の
如
く
予
が
化
儀
も

聖

僧

為
る
可
し
、
但
し
時
の

貫

首

或
は

習
学
の
仁

に
於
て

は
設
い
一
旦
の
媱
犯
有
り
と
雖
も

衆

徒

に
差
置
く
可
き
事
」
と
、
法
主
が
女
性
問
題
を
起
こ
し
た
場
合
の
考
え

方
ま
で
指
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
五

日
顕
宗
で
は
、
「
僧
侶
に
よ
る

そ

う
ぎ

葬
儀
が
な
け
れ
ば

だ

じ

ご

く

堕
地
獄
で
あ
る
」
な
ど
と
言
っ
て
い
ま
す
。
次
の
御
文
は
こ

の
じ
ゃ邪
ぎ義

を
は
し
ゃ
く

破
折
す
る
御
文
で
す
。

の
中
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。

（
御
書
一
四
二
三
ペ
ー
ジ
）
「
さ
れ
ば
過
去
の
慈
父
尊
霊
は

存

生

に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
へ
し
か
ば

即
身
成
仏

の
人
な
り
」

（
御
書
一
五
〇
六
ペ
ー
ジ
）
「
故
聖
霊
は
此
の
経
の

行

者

な
れ
ば

即
身
成
仏

疑
い
な
し
」

問
六

日
顕
宗
で
は
、
「
僧
俗
師
弟
義
」
な
る
も
の
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
次
の
御
文
は
こ
の

じ
ゃ邪
ぎ義

を
は
し
ゃ
く

破
折
す
る
御
文

で
す
。

の
中
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。

（
御
書
一
一
三
四
ペ
ー
ジ
）
「
此
の
世
の
中
の

男
女
僧
尼

は
嫌
う
べ
か
ら
ず
」

（
御
書
一
四
四
八
ペ
ー
ジ
）「
法
師
品
に
若
是
善
男
子
善
女
子
乃
至
則
如
来
使
と
説
か
せ
給
い
て

僧

も

俗

も

尼

も

女

も
一
句
を
も
人
に
か
た
ら
ん
人
は

如

来

の
使
と
見
え
た

り
」


