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四 

条 

金 

吾 

一 

由
比
が
浜
の
朝
で
あ
る
。
砂
地
の
小
高
い
丘
に
腰
か
け
て
、
二
人
の
若
い
侍
が
話
し
合
っ
て
い
る
。 

飯
島
の
辺
り
に
大
き
な
船
が
着
い
て
お
る
が
朝
が
早
い
の
で
人
影
は
一
人
も
み
え
な
い
。 

二
人
と
も
、
建
長
寺
に
昨
夜
は
参
籠
し
て
の
帰
り
路
、
八
幡
宮
よ
り
十
八
丁
の
参
道
を
ぶ
ら
り
ぶ
ら
り
話
を
し 

 
 
 

な
が
ら
、
と
う
と
う
こ
の
浜
辺
に
き
て
し
ま
っ
た
。 

一
人
は
家
が
長
谷
に
あ
る
か
ら
よ
い
が
、
一
人
の
家
は
比
企
谷
に
あ
る
の
で
大
分
廻
り
路
で
あ
る
。 

こ
の
辺
で
別
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
暫
く
の
間
こ
こ
に
腰
か
け
て
話
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。 

「
鎌
倉
は
幕
府
の
所
在
地
と
し
て
は
、
何
ん
と
言
っ
て
も
せ
ま
い
。
近
頃
の
よ
う
に
、
こ
う
家
が
建
て
こ
ん
で
は 

 
 

益
々
狭
く
な
る
一
方
だ
。
こ
こ
に
来
て
大
き
な
海
を
み
る
と
、
い
つ
も
俺
は
そ
う
思
う
の
だ
が
貴
公
そ
う
思
わ
な 

 
 
 

い
か
」 
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「
だ
が
、
こ
の
鎌
倉
こ
そ
天
下
の
要
害
だ
、
無
双
の
要
害
た
る
碓
氷
と
箱
根
を
と
り
で
と
な
し
、
関
八
洲
は
そ
の 

 
 
 

内
城
で
、
こ
の
鎌
倉
こ
そ
そ
の
牙
城
だ
、
そ
う
思
っ
て
み
よ
っ
、
鎌
倉
は
小
さ
く
な
い
ぞ
大
き
い
ぞ
」 

「
三
方
は
山
で
、
一
方
が
海
、
い
か
に
も
要
害
は
堅
固
に
み
え
る
。
要
害
堅
固
な
だ
け
に
却
っ
て
外
の
状
勢
が
分 

 
 
 

ら
ぬ
、
こ
の
小
さ
な
所
に
い
て
天
下
の
形
勢
が
分
る
か
な
あ
。 

貴
公
は
直
参
だ
か
ら
、
そ
う
思
っ
て
い
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
攻
め
る
方
か
ら
言
え
ば
、
ま
た
そ
れ
相 

 
 
 

当
の
弱
点
は
あ
る
も
の
だ
、
鎌
倉
七
口
の
中
で
は
先
ず
第
一
が
稲
村
が
崎
だ
、
あ
あ
干
満
の
度
合
が
著
る
し
く
て 

 
 
 

攻
手
に
は
究
竟
な
大
手
と
行
く
処
だ
な
あ
」 

「
止
せ
止
せ
そ
ん
な
話
は
、
止
め
て
お
け
、
時
に
話
は
違
う
が
、
近
頃
評
判
の
小
町
の
辻
の
日
蓮
、
貴
公
は
な
ん 

 
 
 

と
思
う
。
あ
の
禅
天
魔
と
言
う
叫
び
声
、
お
互
い
に
建
長
寺
に
参
禅
し
て
お
る
手
前
、
き
き
ず
て
な
ら
ん
話
で
は 

 
 
 

な
い
か
、
貴
公
程
の
短
気
者
が
黙
っ
て
き
い
て
お
る
筈
が
な
い
。
ど
う
思
う
、
一
度
貴
公
に
聞
い
て
み
た
い
と
思 

 
 
 

っ
て
い
た
の
だ
」 

「
そ
の
事
よ
っ
、
実
は
拙
者
の
方
か
ら
先
き
に
貴
公
に
聞
い
て
み
ょ
う
と
思
っ
て
お
っ
た
の
だ
が
、
言
い
出
し
か 

 
 
 

ね
て
お
っ
た
の
だ
。
本
当
の
こ
と
を
言
う
と
あ
の
聖
人
の
辻
説
法
は
、
拙
者
は
実
は
心
服
し
て
お
る
の
だ
」 

「
え
え
っ
心
服
っ
」 

「
そ
う
だ
心
服
し
て
お
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
言
い
出
せ
な
か
っ
た
の
だ
。
貴
公
だ
か
ら
、
打
ち
明
け
る
が
本
当
な 

 
 
 

の
だ
。
建
長
寺
の
唐
風
ず
く
り
の
金
殿
玉
楼
の
贅
を
極
め
た
仏
殿
に
な
く
て
、
仏
法
の
真
理
は
あ
の
小
町
の
辻
の 
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薄
鼠
白
五
条
の
塵
に
ま
み
れ
た
聖
人
の
説
法
の
中
に
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
。
拙
者
は
そ
れ
を
求
め
た
い 

 
 
 

と
、
実
は
ひ
そ
か
に
願
っ
て
お
る
の
だ
が
、
ま
だ
ぶ
つ
か
っ
て
ゆ
く
勇
気
が
な
い
の
だ
。
何
処
か
で
疑
っ
て
お
る 

 
 
 

の
か
わ
か
ら
ん
が
」 

「
お
い
お
い
貴
公
の
方
が
、
俺
を
建
長
寺
の
参
禅
へ
す
す
め
た
位
で
い
な
が
ら
、
今
更
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
奴 

 
 
 

が
お
る
か
、
そ
れ
こ
そ
天
魔
の
声
だ
ぞ
」 

「
だ
か
ら
、
仲
々
、
言
い
出
さ
な
い
で
お
っ
た
の
だ
。
貴
公
が
口
を
切
っ
て
く
れ
た
の
で
、
実
は
有
難
い
と
思
っ 

 
 
 

て
お
る
」 

「
貴
公
も
代
々
江
馬
家
に
仕
え
る
れ
っ
き
と
し
た
医
者
だ
。
学
問
識
見
そ
の
医
術
、
友
人
で
は
あ
る
が
拙
者
は
貴 

 
 
 

公
を
尊
敬
し
て
お
る
の
だ
ぞ
。
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
す
の
に
は
根
拠
が
あ
ろ
う
、
そ
れ
を
聴
か
せ 

 
 

ろ
、
た
だ
、
日
蓮
が
諸
宗
を
罵
倒
し
て
お
る
勇
気
に
感
心
し
た
な
ぞ
と
は
言
わ
せ
ぬ
ぞ
、
ど
う
だ
。
き
こ
う
」 

「
待
て
待
て
、
拙
者
は
貴
公
の
言
わ
れ
る
通
り
、
医
術
を
業
と
す
る
も
の
だ
。
常
日
頃
、
真
の
医
術
は
人
の
肉
体 

 
 
 

の
み
を
救
う
も
の
で
は
な
く
て
、
魂
を
救
う
も
の
だ
と
思
っ
て
お
る
。
現
在
の
医
術
は
草
根
木
皮
を
煎
じ
て
、
人 

 
 
 

の
肉
体
を
治
療
し
て
お
る
が
、
こ
れ
で
医
術
は
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
だ
け
が
、
医
術
の
全
部
な
の
だ
ろ
う
か 

 
 
 

と
考
え
た
の
だ
。
そ
う
思
っ
て
み
る
と
、
患
者
に
投
薬
す
る
の
が
恐
ろ
し
く
な
っ
て
き
た
。
禅
に
こ
っ
た
の
も
実 

 
 
 

は
そ
れ
が
動
機
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
悩
み
は
解
決
で
き
な
か
っ
た
。
和
尚
の
提
示
し
て
く
れ
る
公
案
を
、
あ
っ
ち 

 
 
 

を
ひ
っ
く
り
返
し
、
こ
っ
ち
を
突
つ
い
て
、
想
を
練
っ
た
。
そ
の
間
中
は
実
に
面
白
い
。
生
活
か
ら
遊
離
し
た
公 
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案
だ
か
ら
想
を
練
る
に
は
面
白
い
。
た
ま
に
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
れ
ば
悟
っ
た
よ
う
な
気
持
に
も
な
る
。
だ 

 
 
 

が
悩
み
は
解
決
さ
れ
ぬ
。
禅
宗
の
悟
り
と
は
悩
み
を
悩
や
ま
ぬ
こ
と
だ
と
わ
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
医
者
と 

 
 
 

し
て
患
者
に
接
し
て
ゆ
け
ぬ
。
医
者
は
患
者
と
と
も
に
悩
ん
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
莫
妄
想
と
は
簡
単
に 

 
 
 

や
っ
て
ゆ
け
ぬ
と
こ
ろ
に
患
者
の
い
た
み
が
ひ
そ
ん
で
お
る
の
だ
。
坐
禅
一
方
で
は
拙
者
の
悩
み
は
解
消
せ
ん
ぞ 

 
 
 

と
思
っ
た
時
分
に
、
あ
の
聖
人
の
説
法
を
小
町
の
辻
で
聞
い
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
口
に
は
出
さ
ぬ
が
、
あ
の
辻
説 

 
 
 

法
に
は
感
心
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
。
そ
し
て
或
る
日
、
あ
の
聖
人
を
名
越
の
草
庵
に
尋
ね
た
」 

「
え
え
っ
」 

相
手
は
さ
す
が
に
驚
い
た
。 

「
驚
く
だ
ろ
う
。
だ
が
ま
だ
こ
の
珠
数
は
切
っ
て
は
お
ら
な
い
、
そ
こ
迄
は
い
っ
て
い
な
い
の
だ
。
昨
夜
貴
公
と 

 
 
 

と
も
に
建
長
寺
に
参
籠
し
て
大
臣
山
に
な
く
梟
の
声
を
一
晩
中
き
い
て
お
っ
た
が
、
頭
の
裡
で
は
名
越
の
草
庵
を 

 
 
 

始
め
て
訪
う
た
時
の
こ
と
ば
か
り
で
一
杯
だ
っ
た
。
昨
夜
の
公
案
な
ぞ
は
実
は
そ
っ
ち
の
け
で
、
貴
公
に
は
す
ま 

 
 
 

ぬ
と
思
っ
て
い
た
よ
」 

「
こ
い
つ
め
、
ひ
ど
い
奴
だ
、
俺
の
顔
が
阿
呆
に
み
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
禅
宗
は
坐
禅
が
す
む
と
蚤
を
と
る
で
は 

 
 
 

な
い
か
な
あ
」 

「
そ
う
迄
言
う
な
。
小
町
の
街
頭
で
質
問
す
る
の
も
礼
を
失
す
る
と
思
っ
て
、
或
る
日
、
あ
の
聖
人
を
訪
ね
た
の 

 
 

だ
。
と
こ
ろ
が
最
初
か
ら
一
撃
を
く
っ
た
ぞ
」 
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「
今
日
本
国
の
人
は
一
人
も
な
く
重
大
病
人
で
あ
る
こ
と
を
医
者
た
る
貴
公
は
知
ら
な
い
か
、
と
や
ら
れ
た
。
禅 

 
 
 

宗
の
公
案
よ
り
は
す
ご
い
勢
い
だ
。
拙
者
が
当
惑
し
て
お
る
と
「
所
謂
、
大
謗
法
の
重
病
で
あ
る
」
と
言
わ
れ 

 
 
 

「
今
の
禅
宗
念
仏
宗
真
言
宗
等
は
余
り
に
病
重
き
が
故
に
、
わ
が
身
に
覚
え
ず
人
も
知
ら
ぬ
病
で
あ
る
」
と
喝
破 

 
 
 

さ
れ
た
の
だ
。
更
に
語
を
つ
い
で
聖
人
は
語
ら
れ
た
。
浄
名
経
、
涅
槃
経
に
は
病
い
あ
る
人
仏
に
な
る
べ
し
と
あ 

 
 

る
、
そ
れ
は
病
に
よ
っ
て
道
心
を
起
す
が
故
で
あ
る
、
し
て
み
る
な
ら
ば
病
も
仏
の
お
計
い
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な 

 
 

い
。
故
に
病
の
原
因
を
知
ら
ん
と
思
わ
ば
、
先
ず
仏
の
お
ぼ
し
め
し
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
人
の
病
な
ぞ
治
る
も
の 

 
 
 

で
は
な
い
ぞ
と
さ
と
さ
れ
た
。
草
根
木
皮
を
煎
じ
て
人
の
病
の
根
本
が
治
る
も
の
か
、
さ
れ
ば
仏
を
ば
大
医
王
と 

 
 
 

も
名
ず
け
る
の
だ
。
仏
の
良
薬
こ
と
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
。 

進
士
殿
、
一
度
貴
公
と
と
も
に
名
越
の
聖
人
を
尋
ね
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
、
若
し
か
し
た
ら
、
拙
者
は
こ
の 

 
 
 

禅
宗
の
珠
数
を
き
る
か
も
知
れ
ん
ぞ
」 

四
条
金
吾
と
言
わ
れ
る
若
い
侍
は
、
進
士
太
郎
の
眼
前
に
、
腕
の
念
珠
を
示
し
て
み
せ
た
。 

二 

聖
人
の
名
越
の
庵
室
に
今
宵
は
珍
し
く
客
人
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
四
条
金
吾
と
い
う
、
今
年
二
十
六
歳
の
若
い 

 
 
 

侍
で
あ
る
。
名
越
家
の
江
馬
入
道
光
時
に
代
々
医
術
を
も
っ
て
仕
え
る
侍
で
、
く
わ
し
く
言
え
ば
、
四
条
頼
基
通 
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称
は
三
郎
、
金
吾
は
役
名
で
佐
衛
門
の
尉
の
唐
名
で
あ
る
。 

時
折
、
海
の
潮
鳴
り
が
、
松
風
に
ま
じ
っ
て
き
こ
え
る
静
か
な
宵
で
あ
っ
た
。 

鎌
倉
の
小
町
の
辻
で
、
聖
人
の
大
獅
子
吼
を
耳
に
し
た
四
条
金
吾
は
、
己
が
帰
依
す
る
と
こ
ろ
の
禅
宗
を
強
く 

 
 
 

破
折
さ
れ
て
、
始
め
は
い
き
ど
お
っ
だ
が
、
冷
静
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
何
か
心
に
引
か
れ
る
も
の
を
感
じ 

 
 
 

て
、
路
傍
で
詰
問
す
る
よ
う
な
、
は
し
た
な
い
真
似
は
せ
ず
、
堂
々
と
聖
人
の
庵
を
尋
ね
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の 

 
 
 

訪
問
は
無
論
聖
人
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
。 

小
町
の
辻
で
み
た
聖
人
は
巍
然
と
し
て
、
と
り
つ
く
術
も
な
い
よ
う
な
、
所
謂
秋
霜
烈
日
と
い
っ
た
よ
う
な
観 

 
 
 

が
あ
っ
た
が
、
庵
室
の
聖
人
は
、
そ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
て
、
春
風
駘
蕩
た
る
の
感
じ
で
あ
っ
た
。
客
に
接
す
る 

 
 
 

態
度
で
は
な
く
て
、
家
人
に
面
す
る
よ
う
な
安
易
さ
が
あ
っ
た
。 

「
四
条
殿
っ
」 

聖
人
は
言
葉
を
つ
づ
け
た
。 

「
仏
法
は
も
と
も
と
唐
来
も
の
だ
と
思
っ
て
お
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
ろ
そ
ろ
そ
の
考
え
を
捨
て
ね
ば
な
ら
ん
時
期 

 
 
 

が
来
て
お
る
の
だ
。
大
体
が
こ
の
国
の
仏
教
は
す
べ
て
唐
来
も
の
で
あ
っ
た
。
某
の
僧
侶
が
支
那
へ
留
学
し
た
ら 

 
 
 

念
仏
が
流
行
し
て
お
っ
た
、
そ
れ
で
そ
の
流
行
し
て
お
っ
た
念
仏
を
こ
の
国
に
流
行
さ
せ
た
。
そ
の
次
に
某
の 

 
 
 
 

法
師
が
支
那
へ
渡
っ
た
ら
、
念
仏
の
宗
旨
は
と
っ
く
に
す
た
れ
て
、
禅
宗
が
大
流
行
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
今
度 

 
 
 

は
禅
宗
を
も
っ
て
き
て
こ
の
日
本
国
に
流
行
さ
せ
る
。
す
べ
て
が
こ
の
調
子
で
あ
っ
た
。
遠
い
昔
に
三
論
法
相
等 

 
 
 



 

159 四 条 金 吾 
 

の
宗
旨
が
弘
ま
っ
た
の
も
こ
の
轍
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
こ
れ
で
は
い
か
ん
。
彼
の
国
に
流
行
し
た
法
が
必
ず
こ
の
国
に
よ
し
と
い
う
法
は
な
い
。
時
と
処
と
が 

 
 
 

異
な
れ
ば
、
必
ず
人
の
心
は
異
な
る
も
の
だ
。
さ
り
と
て
人
心
に
の
み
迎
合
す
る
教
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
が
、
そ 

 
 
 

れ
を
全
く
無
視
し
た
教
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
。 

こ
こ
を
よ
く
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
蓮
は
私
の
心
を
去
っ
て
こ
の
こ
と
を
考
え
た
。
私
心
を
去
る
と
は
仏
の 

 
 
 

説
の
如
く
仏
教
を
考
え
る
こ
と
だ
。 

仏
の
教
と
そ
れ
を
き
く
人
の
心
、
所
謂
機
と
時
代
と
国
家
と
、
仏
教
の
流
布
の
前
後
即
ち
序
の
五
つ
の
方
面
か 

 
 
 

ら
仏
の
教
え
を
考
え
て
み
る
こ
と
だ
。
こ
れ
を
教
機
時
国
序
と
一
口
に
言
う
。
こ
の
五
つ
の
面
か
ら
考
え
れ
ば
今 

 
 
 

は
一
体
い
か
な
る
時
代
で
あ
る
か
、
仏
教
か
ら
申
せ
ば
今
の
時
代
は
末
法
と
言
う
時
代
だ
。 

日
蓮
が
い
う
の
で
は
な
い
。
仏
自
ら
が
白
法
隠
没
と
い
わ
れ
て
、
仏
の
正
し
い
法
が
失
わ
れ
る
時
代
で
あ
る
と 

 
 
 

い
わ
れ
て
お
る
。
仏
の
滅
後
、
正
法
千
年
、
像
法
千
年
を
す
ぎ
て
今
は
末
法
の
時
代
、
末
と
は
無
の
意
味
で
、
仏 

 
 
 

の
正
し
い
法
は
無
い
と
い
う
時
代
に
入
っ
て
お
る
の
だ
。 

い
ま
日
本
国
の
人
々
は
、
わ
れ
わ
れ
こ
の
娑
婆
世
界
に
す
む
人
間
に
は
、
全
く
無
縁
無
関
係
の
西
方
の
弥
陀
の 

 
 
 

称
号
を
異
口
同
音
に
唱
え
て
、
一
向
に
釈
迦
如
来
の
名
号
を
唱
え
る
人
は
全
く
一
人
も
お
ら
な
い
。 

釈
迦
如
来
の
教
え
が
正
し
く
行
わ
れ
て
お
る
な
ら
ば
、
誰
が
念
仏
を
唱
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
誰
が
観
世
音 

 
 
 

の
名
号
を
唱
え
よ
う
か
。
す
で
に
釈
迦
の
教
が
、
末
法
に
は
い
っ
て
、
行
わ
れ
て
お
ら
な
い
と
言
う
証
拠
は
歴
然 
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と
し
て
お
る
で
は
な
い
か
。 

し
か
ら
ば
末
法
た
る
今
の
世
は
、
仏
も
な
け
れ
ば
法
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
仏
は
こ
の
時
代
を
予
見
せ 

 
 
 

ら
れ
て
、
そ
の
末
法
、
そ
の
白
法
隠
没
の
時
代
に
流
布
す
べ
き
大
法
を
残
さ
れ
て
お
る
の
だ
。 

今
末
法
に
入
っ
て
や
や
二
百
歳
、
日
蓮
は
仏
滅
後
二
千
百
七
十
一
年
に
生
ま
れ
て
本
年
三
十
二
歳
、
こ
の
大
法 

 
 
 

を
弘
む
る
の
人
な
り
と
覚
悟
し
、
仏
の
予
言
に
従
っ
て
こ
の
土
に
生
を
受
け
た
り
と
確
信
し
て
、
小
町
の
辻
に
立 

 
 
 

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
大
法
と
は
法
華
経
で
あ
り
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
四
条
殿
、
日
本
国 

 
 
 

の
一
切
衆
生
は
、
今
日
蓮
に
よ
っ
て
始
め
て
、
末
法
に
お
け
る
大
法
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
声
を
耳
に
す
る
の 

 
 
 

で
あ
る
。
釈
尊
も
そ
の
心
中
に
は
あ
れ
ど
、
時
な
ら
ざ
る
が
故
に
秘
し
給
う
た
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
五
濁
悪
世
の 

 
 
 

末
法
な
る
が
故
に
、
今
日
蓮
が
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
声
を
お
し
ま
ず
唱
え
る
の
で
あ
る
。 

五
濁
悪
世
の
末
法
な
る
が
故
に
、
日
蓮
が
振
舞
は
仏
の
久
遠
の
時
代
の
如
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
蓮
が
こ 

 
 
 

の
大
法
を
説
く
に
殿
堂
に
住
せ
ず
、
塵
、
埃
り
に
ま
み
れ
て
鎌
倉
の
辻
々
に
た
つ
因
縁
も
こ
こ
に
あ
る
。
仏
が
始 

 
 
 

め
に
法
を
説
か
れ
た
久
遠
の
時
代
の
任
務
は
な
ん
で
あ
っ
た
か
、
下
種
結
縁
で
あ
る
。
末
法
の
振
舞
も
久
遠
の
振 

 
 
 

舞
も
同
じ
で
あ
る
。
末
法
即
久
遠
、
久
遠
即
末
法
で
あ
る
。 

末
法
な
る
が
故
に
今
は
下
種
結
縁
の
時
代
で
あ
る
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
も
っ
て
日
本
国
の
一
切
衆
生
に
下
種 

 
 
 

結
縁
す
る
の
時
代
で
あ
る
。 

法
華
経
は
八
か
年
に
わ
た
っ
て
釈
尊
が
説
か
れ
た
法
で
あ
る
が
、
こ
の
法
華
経
の
付
属
が
舎
利
弗
、
目
連
等
々 
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の
仏
在
世
の
弟
子
達
に
何
故
な
か
っ
た
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
迹
化
の
菩
薩
方
が
わ
れ
こ 

 
 
 

そ
末
法
に
お
い
て
法
華
経
を
弘
む
る
の
人
た
ら
ん
と
仏
前
に
誓
言
を
立
て
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
は
こ
れ
を 

 
 
 

退
ぞ
け
て
、
な
に
故
に
地
涌
の
上
行
菩
薩
に
末
法
に
お
け
る
法
華
経
流
布
の
任
務
を
与
え
た
か
。 

仏
は
悪
世
末
法
の
世
の
中
が
、
仏
の
滅
後
、
二
千
年
た
て
ば
必
ず
来
た
る
と
予
見
さ
れ
て
、
そ
の
時
ま
で
、
こ 

 
 
 

の
大
法
を
上
行
菩
薩
に
付
属
さ
れ
て
、
秘
し
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。 

末
法
に
お
い
て
こ
の
菩
薩
が
こ
の
土
に
出
現
す
る
こ
と
は
仏
の
予
言
で
あ
り
、
こ
の
菩
薩
の
出
現
が
も
し
な
け 

 
 
 

れ
ば
、
仏
の
一
切
の
所
説
は
皆
偽
妄
と
な
り
果
て
る
の
で
あ
る
。
四
条
殿
っ
」 

聖
人
は
に
っ
こ
り
笑
っ
て
言
葉
を
き
っ
た
が
、
更
に
強
く
言
わ
れ
た
。 

「
御
貴
殿
も
こ
の
日
蓮
を
詰
問
に
き
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
先
ず
釈
尊
を
否
定
せ
ね
ば
、
こ
の
日
蓮
は
否
定
で
き
ぬ 

 
 
 

ぞ…
…

」 

「
仏
法
が
唐
来
も
の
で
あ
る
と
言
う
時
代
が
す
ぎ
さ
っ
た
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、
聖
人
の
唱
え
る
南
無
妙
法
蓮
華 

 
 
 

経
と
言
う
仏
法
は
、
い
ず
れ
の
国
の
仏
法
で
ご
ざ
い
ま
す
か
」 

四
条
金
吾
は
聖
人
に
問
う
た
。 

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
い
ず
れ
の
国
の
仏
法
か
と
問
わ
れ
る
か
、
四
条
殿
、
御
貴
殿
は
い
ず
れ
の
国
の
人
か
と
問 

 
 
 

わ
れ
て
何
ん
と
答
え
る…

…

」 

「…
…

」 
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四
条
金
吾
は
聖
人
に
答
え
る
す
べ
が
な
か
っ
た
。 

「
余
り
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
返
答
に
つ
ま
る
で
あ
ろ
う
、
は
は
は…

…

四
条
殿
、
御
貴
殿
は
日
本
の
国
の
人 

 
 
 
 

じ
ゃ
、
日
蓮
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
教
は
、
日
木
の
国
の
教
だ
。
経
文
に
明
示
さ
れ
た
る
如
く
、
仏
滅
後
二 

 
 

千
五
百
年
中
に
日
本
に
お
い
て
始
め
て
唱
え
ら
れ
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
日
本
国
の
仏
法
だ
」 

「
日
本
国
の
仏
法
！
こ
れ
は
こ
れ
は
珍
し
い
こ
と
を
う
け
給
ま
わ
り
ま
す
。
仏
法
は
既
に
印
度
に
起
り
支
那
朝
鮮 

 
 
 

を
経
て
我
が
国
に
渡
来
い
た
し
た
も
の
、
こ
れ
に
日
本
国
の
仏
法
な
ぞ
と
称
す
る
も
の
が
果
た
し
て
あ
り
ま
し
ょ 

 
 
 

う
か
、
ち
っ
と
疑
問
に
ご
ざ
い
ま
す
」 

四
条
金
吾
思
わ
ず
言
葉
に
力
を
い
れ
て
聖
人
に
せ
ま
っ
た
。 

「
四
条
殿
っ
、
御
貴
殿
は
太
陽
を
拝
ん
で
、
あ
れ
を
日
本
の
太
陽
と
み
ら
れ
る
か
、
或
は
隣
国
支
那
の
太
陽
と
み 

 
 
 

る
か
、
遠
く
は
天
竺
国
の
太
陽
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
ま
さ
か
、
そ
ん
な
愚
か
な
考
え
方
は
い
た
す
ま
い
。 

 
 
 

仏
の
教
も
そ
の
日
輪
の
如
き
も
の
だ
。
ど
こ
の
国
の
太
陽
で
も
な
い
、
と
同
時
に
、
ま
た
ど
こ
の
国
の
太
陽
で
も 

 
 
 

あ
る
。
仏
法
も
ま
た
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。
釈
尊
は
印
度
に
出
現
し
て
一
切
経
を
説
か
れ
た
。
但
し
法
華
経
の
流 

 
 
 

布
は
悪
世
末
法
の
時
代
と
し
仏
の
滅
後
二
千
年
と
時
代
を
断
定
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
流
布
者
を
法
華
経
に
指
定
さ 

 
 
 

れ
て
お
る
。
法
華
経
こ
そ
釈
尊
の
滅
後
に
お
け
る
生
命
で
あ
る
。
こ
の
生
命
も
流
布
す
べ
き
時
代
が
来
な
か
っ
た 

 
 

故
、
二
千
年
と
い
う
長
い
間
い
た
ず
ら
に
経
蔵
に
埋
も
れ
て
、
文
字
の
み
の
法
華
経
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、 

 
 

釈
尊
の
教
が
滅
亡
し
仏
教
と
い
う
仏
教
が
、
そ
の
経
文
を
説
い
た
釈
尊
を
全
く
軽
侮
し
て
、
大
日
如
来
を
信
じ
阿
弥 
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陀
仏
を
礼
拝
す
る
と
い
っ
た
悪
世
の
末
法
に
お
い
て
、
始
め
て
法
華
経
の
生
命
は
脈
う
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
法
華
経
は
伝
来
の
当
初
よ
り
東
方
の
国
に
縁
あ
り
と
さ
れ
て
、
東
へ
東
へ
と
渡
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
法 

 
 
 

華
経
寿
量
品
に
如
是
東
行
と
あ
る
が
如
く
、
こ
の
法
華
経
も
東
へ
東
へ
と
招
来
さ
れ
て
き
た
。
東
の
果
な
る
国
の 

 
 
 

日
本
の
国
へ
と
法
華
経
は
如
是
東
行
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
目
本
の
国
に
お
い
て
法
華
経
の
東
行
は
き
わ
ま
っ 

 
 
 

た
。
も
の
の
き
わ
ま
る
所
は
も
の
の
始
ま
り
で
あ
る
。 

日
本
国
を
中
心
と
し
て
法
華
経
が
世
界
中
に
弘
ま
っ
て
ゆ
く
証
拠
は
こ
こ
に
あ
る
。 

釈
尊
の
仏
法
は
東
漸
し
て
日
本
に
来
た
っ
た
が
今
日
蓮
が
弘
む
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
、
日
本
国
を
中
心
に
し 

 
 
 

て
却
っ
て
西
漸
す
べ
き
仏
法
で
あ
る
。 

な
ん
と
な
れ
ば
、
既
に
印
度
支
那
に
お
い
て
す
ら
釈
尊
の
教
え
は
経
文
の
千
言
の
如
く
行
わ
れ
ず
し
て
い
た
ず 

 
 
 

ら
に
仏
を
誹
誇
す
る
教
の
み
が
行
わ
れ
て
お
る
。 

四
条
殿
っ
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
は
仏
の
名
号
で
は
な
い
。
仏
は
何
処
よ
り
生
ま
れ
て
き
た
の
か
を
考
え
た
こ 

 
 
 

と
が
ご
ざ
る
か
。
仏
は
何
に
よ
っ
て
悟
り
を
得
た
か
を
思
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
る
か
。
今
日
木
国
の
人
々
は
仏
は
拝 

 
 
 

む
べ
き
も
の
と
思
っ
て
、
自
分
達
よ
り
も
遠
い
所
に
仏
を
置
い
て
お
る
。
所
が
仏
は
た
だ
拝
む
べ
き
も
の
で
は
な 

 
 
 

く
て
、
実
は
自
分
達
が
到
達
す
べ
き
境
地
な
の
だ
。
法
華
経
の
自
我
偈󠄂
の
末
文
に
は
速
か
に
仏
身
を
成
就
す
る
こ 

 
 
 

と
を
得
せ
し
め
ん
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
仏
の
衆
生
に
対
す
る
願
望
で
あ
る
。
で
は
、
何
ん
に
よ
っ
て
、
そ
の
仏
身 

 
 
 

を
成
就
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
仏
を
拝
む
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
そ
の
境
地
に
は
達
せ
ら
れ
な 
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い
。 仏

が
仏
に
な
っ
た
の
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
力
で
あ
る
。
故
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
三
世
十
方
諸
仏
の
御
師
と 

 
 
 

も
称
し
、
三
世
十
方
諸
仏
の
父
な
り
と
も
言
う
の
で
あ
る
。 

釈
尊
す
ら
南
無
妙
法
蓮
華
経
即
ち
法
華
経
を
師
匠
と
し
て
そ
の
悟
り
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
南
無
妙
法
蓮
華 

 
 
 

経
が
、
今
日
本
国
を
中
心
と
し
て
こ
の
日
蓮
に
よ
っ
て
一
閻
浮
提
に
弘
ま
っ
て
ゆ
く
。
印
度
支
那
に
起
っ
た
仏
法 

 
 
 

は
、
二
千
年
前
の
過
去
の
仏
法
で
あ
っ
て
、
当
今
の
如
き
悪
世
末
法
の
衆
生
は
到
底
救
う
こ
と
も
出
来
ぬ
教
で
あ 

 
 

る
、
釈
尊
す
ら
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
は
唱
え
ら
れ
て
は
お
ら
な
い
。
し
か
る
に
日
蓮
が
只
今
南
無
妙
法
蓮
華
経
と 

 
 
 

大
声
に
叱
陀
す
る
由
縁
は
、
こ
れ
こ
そ
新
し
き
時
代
の
、
新
し
き
仏
教
と
し
て
、
し
か
も
日
本
国
を
中
心
に
し
て 

 
 
 

月
支
漢
土
に
も
弘
ま
る
べ
き
仏
の
教
な
り
と
、
経
文
に
よ
っ
て
判
断
す
る
が
故
で
あ
る…

…

」 


