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殿 

中 

問 

答 

一 

「
日
蓮
法
師
は
明
日
、
殿
中
に
参
上
す
る
と
の
返
事
で
あ
る
か
」 

「
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

 

家
司
の
平
左
衛
門
尉
頼
綱
が
答
え
た
。 

 

時
宗
は
言
葉
を
つ
づ
け
た
。 

「
あ
の
、
日
蓮
法
師
が
、
父
時
頼
入
道
殿
に
、
南
条
左
衛
門
の
手
を
へ
て
面
会
申
し
た
の
が
、
今
を
去
る
十
四
、 

 
 
 

五
年
前
（
註
一
）
と
き
い
て
お
る
が
、
そ
の
時
よ
り
、
他
国
侵
逼
の
難
と
い
う
こ
と
を
申
し
て
お
っ
た
と
か
、
そ 

 
 
 

れ
が
蒙
古
襲
来
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
は…

…

」 

 

左
衛
門
尉
頼
綱
は
、
時
宗
の
言
葉
を
う
け
る
と
、
返
事
の
よ
う
な
、
ま
た
独
り
ご
と
の
よ
う
な
言
葉
を
つ
づ
け 

 
 

た
。 
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「
私
も
念
仏
の
一
門
徒
、
文
応
元
年
よ
り
、
彼
を
目
の
仇
と
し
て
、
ま
ず
手
始
め
は
、
日
蓮
法
師
が
立
正
安
国
論 

 
 
 

を
故
最
明
寺
入
道
殿
（
時
頼
の
こ
と
）
に
献
上
し
た
日
よ
り
忘
れ
も
し
な
い
四
十
一
日
目
の
八
月
二
十
七
日
に
、 

 
 
 

手
勢
三
千
人
を
も
っ
て
、
夜
打
ち
を
か
け
ま
し
た
が
、
火
遁
の
術
で
も
、
心
得
て
お
っ
た
か
、
彼
の
法
師
は
無
事 

 
 
 

に
逃
が
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
不
思
議
な
法
師
で
ご
ざ
い
ま
す
。
殿
に
は
ま
だ
そ
の
時
は
僅
か
十
歳
の
御
時
で
す 

 
 
 

か
ら
、
御
記
憶
は
う
す
い
と
存
じ
ま
す
が
如
何
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か…

…

」 

「…
…
…
…

」 

 

子
供
扱
い
に
さ
れ
て
も
、
時
宗
は
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
だ
か
ら
時
宗
は
子
供
の
時
分
か
ら
、 

 
 
 

此
の
家
司
の
言
う
こ
と
は
一
応
は
、
だ
ま
っ
て
き
く
こ
と
に
し
て
い
た
。
こ
の
頼
綱
は
前
に
も
ふ
れ
た
こ
と
が
あ 

 
 
 

る
が
、
時
宗
の
父
時
頼
、
時
宗
の
長
男
貞
時
と
、
三
代
三
十
余
年
家
司
の
職
を
さ
ら
ず
、
遂
に
は
我
が
子
を
将
軍 

 
 
 

に
立
て
よ
う
と
の
野
望
を
抱
き
、
そ
の
陰
謀
露
顕
し
て
、
父
子
も
ろ
と
も
殺
さ
れ
た
の
が
、
宗
祖
滅
後
十
二
年
の 

 
 
 

永
仁
元
年
四
月
二
十
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

さ
て
、
北
条
一
門
に
お
い
て
、
危
う
く
は
執
権
職
を
も
し
の
ぐ
頼
綱
の
言
葉
に
、
彼
が
な
に
を
言
い
出
す
か
時 

 
 
 

宗
に
と
っ
て
は
、
だ
ま
っ
て
き
い
て
お
る
方
が
得
で
あ
っ
た
。 

 

文
永
十
一
年
の
三
月
七
日
、
処
は
た
そ
が
れ
ど
き
の
、
時
宗
の
書
院
で
あ
る
。 

 

雨
を
催
す
の
か
、
落
花
し
た
桜
の
花
び
ら
を
し
き
つ
め
た
池
の
面
に
、
時
々
、
鯉
の
と
び
あ
が
る
音
が
、
静
か 

 
 
 

な
宵
の
沈
黙

し

じ

ま

を
破
る
の
だ
っ
た
。 
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頼
綱
に
し
て
み
れ
ば
、
今
年
二
十
四
歳
の
時
宗
は
、
執
権
職
に
は
違
い
な
い
が
、
十
五
年
も
家
司
を
つ
と
め
て 

 
 
 

い
る
自
分
か
ら
み
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
の
感
が
あ
っ
た
の
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
。 

「
伊
豆
の
伊
東
に
三
か
年
の
流
罪
を
申
し
つ
け
ら
れ
て
、
も
は
や
、
幕
政
に
口
を
閉
じ
る
か
と
思
い
ま
し
た
彼
の 

 
 
 

法
師
は
、
却
っ
て
逆
と
な
り
、
愈
々
蒙
古
襲
来
を
唱
え
て
人
心
を
攬
乱
い
た
し
ま
す
の
で
、
遂
い
に
竜
の
口
に
斬 

 
 
 

首
し
よ
う
と
し
ま
し
た
の
に…

…

」 

「
頼
綱
、
こ
の
時
宗
は
い
つ
も
十
歳
で
は
お
ら
ん
ぞ
、
十
八
歳
に
し
て
執
権
職
と
な
り
、
本
年
は
二
十
四
歳
じ
ゃ
、 

 
 

政
道
の
曲
非
ぐ
ら
い
は
心
得
て
お
る
ぞ
」 

 

頼
綱
が
如
何
に
年
齢
を
重
ね
た
こ
と
を
誇
っ
て
み
て
も
家
司
は
家
司
即
ち
執
事
で
あ
っ
て
、
最
後
の
決
定
は
執 

 
 
 

権
職
に
あ
る
こ
と
を
時
宗
は
十
分
に
わ
き
ま
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
但
し
時
宗
に
も
弱
点
は
あ
っ
た
。
そ
れ
は
自 

 
 
 

分
の
母
で
あ
っ
た
。
母
は
極
楽
寺
を
建
て
た
北
条
重
時
の
娘
で
あ
っ
た
の
で
、
極
楽
寺
の
良
観
が
そ
の
辺
の
こ
つ 

 
 
 

を
よ
く
心
得
て
い
て
、
こ
と
日
蓮
法
師
に
関
し
て
は
、
決
し
て
幕
府
を
通
さ
ず
に
、
じ
き
じ
き
に
母
親
に
訴
え
て 

 
 
 

い
た
。
今
鎌
倉
の
生
き
仏
と
言
わ
れ
る
良
観
に
、
涙
を
み
せ
て
訴
え
ら
れ
る
と
時
宗
の
母
親
は
理
性
を
全
く
失
っ 

 
 

て
、
時
宗
が
、
出
し
た
命
令
さ
え
、
と
り
消
し
を
せ
ま
る
の
で
あ
っ
た
。 

 

時
宗
が
、
文
永
八
年
九
月
十
三
日
、
大
聖
人
に
対
し
て
、
直
々
に
「
こ
の
人
は
と
が
な
き
人
な
り
、
追
っ
て
許 

 
 
 

る
さ
る
べ
き
人
で
あ
る
。
特
に
叮
重
に
せ
よ
」
と
の
直
筆
を
、
大
聖
人
滞
在
の
、
依
智
の
里
に
送
っ
た
こ
と
が
あ 

 
 
 

る
が
、
こ
れ
も
、
良
観
の
運
動
が
、
時
宗
の
母
親
や
、
直
接
そ
の
役
に
あ
た
っ
た
、
武
蔵
守
宣
時
（
佐
渡
の
領 
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主
）
等
の
心
を
動
か
し
て
、
大
聖
人
は
、
佐
渡
の
島
の
流
罪
に
、
約
二
十
日
間
後
に
と
う
と
う
決
定
し
た
の
で
あ 

 
 

る
。
母
親
に
は
、
頼
綱
以
上
に
、
時
宗
が
子
供
に
み
え
、
自
分
の
意
の
ま
ま
に
時
宗
は
動
く
、
ま
た
動
か
さ
ね
ば
、 

 
 

念
仏
が
つ
ぶ
れ
る
と
で
も
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

然
し
な
が
ら
、
今
時
宗
と
対
談
を
し
て
い
る
、
頼
綱
は
そ
の
胸
中
文
永
八
年
の
竜
の
口
の
時
と
は
、
天
地
雲
泥 

 
 
 

の
相
違
が
あ
っ
た
。 

と
い
う
の
が
、
頼
綱
も
亦
竜
の
口
の
経
験
者
で
あ
っ
た
。
太
刀
と
り
依
智
の
三
郎
が
倒
れ
臥
す
の
も
、
こ
の
眼
で 

 
 
 

み
た
の
で
あ
っ
た
。
不
甲
斐
な
く
も
、
自
分
自
身
も
、
あ
の
大
変
動
に
驚
ろ
い
て
、
四
、
五
丁
ば
か
り
、
馬
も
ろ 

 
 
 

と
も
思
わ
ず
逃
げ
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
呼
応
す
る
が
如
く
、
殿
中
よ
り
首
き
る
な
と
の
命
令
に
接
し
た 

 
 
 

の
で
あ
る
、
実
に
不
思
議
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
、
日
蓮
法
師
で
あ
る
。 

 

日
蓮
法
師
の
不
思
議
は
ま
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
自
界
叛
逆
の
難
は
、
日
蓮
法
師
を
佐
渡
に
流
が
し
て 

 
 
 

目
百
五
十
余
日
目
で
、
鎌
倉
と
京
都
に
起
き
た
。
ま
た
、
頼
綱
は
、
佐
渡
の
領
主
宣
時
が
、
良
観
に
泣
き
つ
か
れ 

 
 

て
、
私
の
御
教
書
を
三
度
も
下
し
て
日
蓮
法
師
の
命
を
う
ば
お
う
と
し
た
こ
と
も
知
っ
て
い
た
。
だ
が
、
三
度
目 

 
 
 

の
偽
の
御
教
書
は
、
不
思
議
な
法
師
日
蓮
に
そ
の
写
し
が
何
処
を
ど
う
通
っ
た
の
か
そ
の
手
に
入
っ
て
し
ま
い
、 

 
 
 

最
後
は
日
蓮
法
師
の
鎌
倉
の
檀
徒
に
そ
の
偽
御
教
書
の
写
が
到
着
し
た
か
ら
た
ま
ら
な
い
。
以
前
か
ら
、
大
聖
人 

 
 
 

の
赦
免
運
動
は
鎌
倉
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
聖
人
か
ら
さ
し
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ 

 
 

が
、
今
度
は
当
然
と
な
っ
た
。
立
正
安
国
論
を
文
応
元
年
に
献
上
し
た
時
の
寺
社
奉
行
で
あ
っ
た
宿
屋
左
衛
門
も 
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こ
の
時
分
に
は
最
早
強
信
者
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
北
条
時
宗
の
大
叔
父
に
あ
た
る
と
い
う
北
条
弥
源
太
も
佐
渡 

 
 
 

の
大
聖
人
に
文
永
十
一
年
に
立
派
な
刀
二
振
を
お
く
っ
て
、
「
殿
の
お
も
ち
の
時
は
悪
の
刀
、
今
仏
前
へ
ま
い
り 

 
 
 

ぬ
れ
ば
善
の
刀
な
る
べ
し
」
（
註
二
）
と
の
御
返
事
を
い
た
だ
い
て
お
る
程
の
信
者
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
富 

 
 
 

木
、
太
田
、
曽
谷
、
四
条
、
池
上
、
南
条
等
の
幕
府
に
相
当
の
位
置
を
し
め
る
武
士
の
信
者
達
が
い
た
。
こ
の
人 

 
 
 

た
ち
が
、
大
聖
人
の
激
励
に
よ
っ
て
、
偽
御
教
書
を
示
さ
れ
て
奮
起
し
た
の
が
、
功
を
奏
し
て
、
文
永
十
一
年
二 

 
 
 

月
十
六
日
の
佐
渡
の
赦
免
状
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
頼
綱
に
と
っ
て
ま
だ
ま
だ
驚
ろ
く
べ 

 
 
 

き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
実
は
も
っ
と
恐
ろ
し
い
こ
と
が
頼
綱
の
胸
を
う
っ
た
の
で
あ
っ
た
。  

   

も
の
ご
と
は
突
然
起
こ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
遠
因
、
近
因
が
あ
り
、
一
つ
の
こ
と
も 

 
 
 

起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
る
の
で
、
さ
ぐ
っ
て
ゆ
け
ば
根
深
い
も
の
で
あ
る
。
浜
辺
に
松
の
樹
を
植
え
て
十
年
た
っ 

 
 
 

て
も
一
向
に
の
び
ぬ
の
で
、
研
究
し
て
み
た
ら
、
松
の
木
は
け
っ
し
て
砂
に
根
を
は
る
の
で
は
な
く
て
、
砂
の 

 
 
 
 

層
を
通
り
越
し
て
地
層
に
到
し
て
、
そ
の
地
層
に
し
っ
か
り
と
根
を
は
っ
て
、
そ
れ
か
ら
よ
う
や
く
砂
上
の
木
が 

 
 
 

伸
び
る
と
い
う
こ
と
で
、
砂
の
層
を
つ
き
ぬ
け
る
迄
は
二
十
年
も
か
か
っ
た
と
言
う
例
も
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。 

 
 
 

地
上
だ
け
の
松
の
木
を
み
て
お
れ
ば
二
十
年
間
の
び
も
し
な
け
れ
ば
太
く
も
な
ら
な
い
貧
弱
な
松
の
木
で
あ
る 

 
 
 

が
、
実
は
ど
う
し
て
、
み
え
な
い
と
こ
ろ
で
は
必
死
の
苦
労
を
し
て
お
る
松
の
木
で
あ
る
。 
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余
談
は
さ
て
お
き
、
頼
綱
の
大
聖
人
に
対
し
て
一
番
の
恐
怖
を
感
じ
た
こ
と
は
、
軈
て
は
自
分
が
北
条
の
天
下 

 
 
 

を
狙
う
と
心
中
ひ
そ
か
に
期
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
文
永
十
一
年
か
ら
丁
度
二
十
年
後
の
永
仁
元
年 

 
 
 

頼
綱
は
そ
の
野
望
の
た
め
に
殺
害
さ
れ
て
相
果
て
た
が
、
今
は
そ
の
結
果
は
眼
に
み
え
ず
た
だ
野
望
に
身
を
こ
が 

 
 
 

す
時
代
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
頼
綱
が
、
明
日
は
大
聖
人
を
殿
中
に
む
か
え
て
、
厚
遇
を
も
っ
て
接
し
、
頼
綱
が
不
思
議
な
法
師
と
す
る 

 
 
 

大
聖
人
か
ら
、
き
い
て
み
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
四
年
前
に
は
、
そ
の
大
聖
人
を
裸
馬
に
の
せ 

 
 
 

て
、
鎌
倉
中
を
引
き
廻
わ
し
た
の
は
、
こ
の
自
分
で
あ
っ
た
。
な
ん
と
い
う
変
り
方
で
あ
ろ
う
。
き
き
た
い
前 

 
 
 

に
、
頼
綱
が
気
に
な
っ
て
し
ょ
う
の
な
い
こ
と
が
あ
る
。 

 

そ
れ
は
大
聖
人
が
、
文
永
十
一
年
正
月
二
十
三
日
の
申
（
午
前
四―

五
時
）
の
時
に
、
西
の
方
に
二
の
日
が
出 

 
 
 

た
こ
と
を
佐
渡
の
国
の
人
が
大
聖
人
に
伝
え
、
ま
た
、
二
月
五
日
に
は
東
方
に
明
星
二
つ
な
ら
び
出
て
、
そ
の
中 

 
 
 

間
三
寸
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
を
き
い
て
、
こ
れ
は
、
二
つ
の
竝
び
出
る
こ
と
は
、
一
国
に
二
人
の
国
王 

 
 
 

が
な
ら
ぶ
相
で
あ
る
。
王
と
王
と
の
闘
諍
で
あ
る
。
星
の
月
日
を
お
か
す
の
は
臣
が
王
を
犯
か
す
相
で
あ
る
。
日 

 
 
 

と
日
と
競

き
そ
い

出
づ
る
は
、
四
天
下
一
同
の
諍
論
で
あ
る
。 

 

明
星
な
ら
び
に
出
づ
る
は
太
子
と
太
子
と
の
争
い
で
あ
る
と
予
言
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
註
三
） 

 

こ
の
大
聖
人
の
予
言
は
、
脛す

ね

に
傷
も
つ
頼
綱
に
と
っ
て
は
、
驚
天
動
地
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
家
司
の
役
目
を
務 

 
 
 

め
て
、
二
十
年
に
な
ん
な
ん
と
し
て
い
る
。
蒙
古
襲
来
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
九
州
、
四
国
、
中
国
等
々
の
守
護 

 
 
 



 

151 殿 中 問 答 
 

地
頭
は
、
殆
ど
頼
綱
の
手
で
首
を
す
げ
か
え
て
、
既
に
天
下
の
大
勢
を
、
二
十
四
歳
の
執
権
職
時
宗
な
ど
の
手
の 

 
 
 

及
ば
ぬ
と
こ
ろ
に
お
い
て
お
る
頼
綱
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
天
下
を
動
か
す
予
言
を
す
る
よ
う
な
妖
僧
と
正
式
に 

 
 
 

逢
っ
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

時
宗
自
身
は
頼
綱
と
は
全
く
逆
で
あ
っ
た
。
大
聖
人
を
偉
徳
の
あ
る
傑
僧
と
し
て
遇
し
、
ま
ず
そ
の
よ
っ
て
き 

 
 
 

た
る
法
華
経
の
法
話
を
伺
い
、
そ
し
て
十
四
、
五
年
も
蒙
古
襲
来
を
唱
え
つ
づ
け
そ
の
為
に
、
一
生
を
台
な
し
に 

 
 
 

し
た
僧
侶
、
然
し
蒙
古
は
現
に
使
を
四
、
五
度
も
よ
こ
し
て
お
る
。
蒙
古
襲
来
は
事
実
と
な
っ
た
の
だ
。
始
め
は 

 
 
 

蒙
古
襲
来
を
言
っ
た
だ
け
で
、
人
心
攪
乱

か
く
ら
ん

罪
で
伊
豆
の
伊
東
に
流
が
さ
れ
た
。
そ
の
生
活
も
苦
に
せ
ず
、
今
も
っ 

 
 
 

て
叫
び
つ
づ
け
て
お
る
。
こ
れ
は
、
我
が
身
の
た
め
に
、
或
い
は
栄
達
の
為
に
の
み
蒙
古
襲
来
を
唱
え
て
お
る
の 

 
 
 

で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
引
き
か
え
て
、
何
故
、
念
禅
真
言
律
等
に
も
世
の
尊
敬
を
う
け
る
僧
侶
大
徳
が
、
鎌
倉
中
に
沢
山
い
る 

 
 
 

の
に
、
蒙
古
襲
来
を
口
に
し
な
い
の
だ
ろ
う
。
同
じ
く
仏
法
を
学
び
な
が
ら
蒙
古
に
つ
い
て
は
使
が
何
度
も
き
て 

 
 
 

お
る
の
に
、
蒙
古
襲
来
を
な
ぜ
日
蓮
法
師
の
よ
う
に
叫
ば
な
い
の
だ
ろ
う
。
不
思
議
だ
。
念
禅
真
言
律
等
の
宗
旨 

 
 
 

の
僧
侶
に
、
こ
ぞ
っ
て
日
蓮
法
師
を
仇
敵
と
す
る
が
、
蒙
古
襲
来
を
一
言
も
口
に
出
さ
な
い
。
こ
ん
な
こ
の
世
の 

 
 
 

中
の
大
事
な
出
来
ご
と
に
、
わ
ざ
と
眼
を
そ
む
け
て
、
念
仏
さ
え
唱
え
て
お
れ
ば
よ
い
と
い
う
よ
う
な
宗
教
が
、 

 
 
 

国
民
全
部
が
国
難
来
に
お
び
え
て
お
る
今
の
世
に
あ
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か…

…
 

 



 

152 
 

  
時
宗
は
思
わ
ず
膝
を
叩
い
た
。  

頼
綱
は
自
分
の
心
中
を
み
ぬ
か
れ
た
か
と
思
っ
て
、
び
っ
く
り
す
る
と
、 

「
殿
、
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
か…

…

」 

と
問
う
た
が
、
時
宗
は
そ
の
声
を
無
視
し
て
沈
黙
を
守
っ
て
い
た
。
何
時
の
間
に
や
ら
、
部
屋
に
は
灯
が
は
い 

 
 
 
 

っ
て
、
み
が
か
れ
た
床ゆ

か

の
上
に
、
二
畳
の
台
座
に
正
座
し
た
、
青
年
宰
相
の
姿
を
う
つ
し
て
い
た
。 

 

時
宗
は
、
か
す
か
な
微
笑
を
面
に
浮
か
べ
て
い
た
。
頼
綱
は
自
分
の
心
中
を
顧
り
み
て
、
言
葉
を
か
け
る
の
を 

 
 
 

や
め
た
。 

 

時
宗
の
膝
を
叩
い
た
の
は
頼
綱
の
心
中
を
押
し
は
か
っ
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
自
分
の
政
治
に
関
す
る
批 

 
 
 

判
を
や
っ
て
苦
笑
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
時
宗
が
執
権
職
と
な
っ
た
の
が
、
文
永
五
年
の
三
月
五
日
で
あ
っ
た 

 
 
 

が
、
四
月
に
は
日
本
中
の
社
寺
に
蒙
古
調
伏
を
祈
ら
せ
た
。
そ
う
い
う
と
簡
単
だ
が
、
神
社
で
も
寺
で
も
、
け
っ 

 
 
 
 

し
て
只
で
祈
禱
を
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
大
き
な
神
社
に
は
大
き
な
寄
進
を
大
き
な
寺
に
は
過
分
な
御
布 

 
 
 

施
を
つ
つ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
仏
家
で
は
布
施
な
き
経
よ
む
べ
か
ら
ず
の
掟
さ
え
あ
る
と
言
う
で
は
な
い 

 
 
 

か
。
蒙
古
襲
来
の
声
が
強
く
な
る
と
何
時
で
も
、
全
国
の
社
寺
に
御
寄
進
申
す
の
は
、
時
宗
自
身
で
あ
っ
た
。
す 

 
 
 

る
と
、
こ
の
不
安
定
な
世
の
中
で
、
一
番
安
心
し
て
飯
を
食
っ
て
お
る
人
間
と
言
え
ば
、
蒙
古
襲
来
の
祈
禱
を
た 

 
 
 

の
ま
れ
て
お
経
を
よ
み
、
祝
詞

の

り

と

を
上
げ
て
お
る
人
々
で
は
な
い
か
、
鎌
倉
を
例
に
し
て
み
て
も
、
は
っ
き
り
と
わ 
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か
る
こ
と
で
あ
る
。
道
端
に

埃
ほ
こ
り

に
ま
み
れ
て
ふ
だ
ん
は
誰
も
気
に
し
な
い

祠
ほ
こ
ら

で
さ
え
、
蒙
古
調
伏
の
祈
禱
令
が
発 

 
 
 

布
さ
れ
る
と
、
ち
ゃ
ん
と
き
れ
い
に
花
が
供
え
ら
れ
、
供
物
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
御
祈
禱
料
が
当
然
の 

 
 
 

よ
う
に
催
促
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

大
き
な
寺
で
は
そ
の
御
祈
禱
料
が
た
ま
っ
て
、
利
子
を
と
っ
て
金
貸
し
さ
え
し
て
お
る
の
が
あ
り
、
妻
子
を
か 

 
 
 

く
ま
う
な
ぞ
は
当
然
の
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
か
く
す
は
上
人
と
い
う
言
葉
す
ら
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
僧
侶
の 

 
 
 

堕
落
は
な
に
も
鎌
倉
時
代
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。 

 

遠
く
神
亀
天
平
の
時
代
か
ら
で
あ
る
。
天
平
六
年
に
は
太
政
官
符
を
も
っ
て
、
諸
寺
仏
像
経
巻
を

穢

所

き
た
な
い
と
こ
ろ

に 
 
 
 
 
 

置
き
、
風
雨
に
さ
ら
す
を
禁
じ
て
お
る
。
俗
に
信
は
荘
厳
よ
り
起
こ
る
と
言
う
か
ら
、
こ
れ
は
僧
侶
に
信
心
の
な 

 
 
 

い
こ
と
を
示
し
た
太
政
官
で
あ
る
。
僧
侶
で
布
施
の
二
重
ど
り
を
す
る
者
が
多
く
、
ひ
ど
い
の
に
な
る
と
寺
の
住 

 
 
 

職
を
し
な
い
で
い
て
、
毎
年
正
月
の
官
供
を
う
け
と
る
も
の
、
空
名
を
二
か
寺
に
あ
げ
て
、
官
供
を
貪
る
も
の
が 

 
 
 

い
た
。 

 

ま
た
平
安
時
代
と
い
う
と
叡
山
や
奈
良
の
僧
兵
を
思
い
出
さ
れ
る
が
、
実
は
僧
兵
の
兇
暴
は
平
安
末
期
よ
り 

 
 
 

も
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
更
に
甚
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
正
倉
院
文
書
に
は
月
借
銭
の
証
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
は 

 
 
 

質
を
い
れ
て
銭
を
借
り
る
、
今
で
言
え
ば
質
札
の
は
し
り
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
貸
主
は
寺
院
で
、
借
主
は
写 

 
 
 

経
生
が
多
い
。
月
百
文
に
つ
き
十
三
文
乃
至
十
五
文
、
一
年
に
十
五
割
六
分
或
は
十
八
割
と
い
う
高
利
で
、
そ
の 

 
 
 

質
物
は
布
綿
、
衣
服
、
家
地
、
田
或
い
は
人
身
ま
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
つ
い
に
は
在
家
に
ま
で
金
を
貸
す
よ
う 
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に
な
っ
た
。 

 
ま
た
俗
人
に
、
銭
を
貸
し
て
、
妻
子
を
養
っ
て
い
た
奈
良
の
僧
某
が
、
そ
の
娘
の
聟
に
銭
を
貸
し
た
が
、
そ
の 

 
 
 

聟
が
、
数
年
後
、
元
金
だ
け
返
却
し
て
利
子
を
支
払
わ
な
か
っ
た
の
で
舅
の
僧
某
が
利
子
の
返
却
を
せ
ま
っ
た
処 

 
 

が
、
聟
は
そ
れ
を
怒
っ
て
、
舅
の
僧
某
を
、
海
に
な
げ
い
れ
て
こ
れ
を
殺
そ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
（
註
四
） 

 

大
安
寺
で
は
修し

ゅ

多た

羅ら

分ぶ
ん

銭せ
ん

、
成
実
論
分
銭
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
貸
し
て
そ
の
利
を
計
り
ま
た
薬
王 

 
 
 
 

寺
（
勢
多
寺
）
に
は
薬
分
酒
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
貸
し
て
利
子
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
寺
の 

 
 
 

経
営
法
は
鎌
倉
時
代
に
も
う
け
つ
が
れ
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
、
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
、
ふ
え
た
も
の
に
寺
の
ば 

 
 
 

く
ち
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
程
で
あ
る
。 

 

鎌
倉
で
も
、
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
鎌
倉
中
僧
侶
の
兵
杖
を
帯
ぶ
る
こ
と
を
禁
じ
（
註
四
）
、
延
応
元
年 

 
 
 

（
一
二
三
九
）
四
月
、
僧
侶
が
頭づ

巾き
ん

を
し
て
鎌
倉
の
街
を
歩
く
こ
と
を
禁
じ
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
三
月 

 
 
 
 

に
も
、
鎌
倉
中
の
僧
徒
の
帯
剣
を
禁
じ
、
刀
剣
を
帯
ぶ
る
も
の
は
、
見
つ
け
次
第
に
こ
れ
を
抜
き
と
っ
て
長
谷
の 

 
 
 

大
仏
殿
に
お
さ
め
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
度
々
命
令
が
出
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
法
令
が
、
い 

 
 
 

く
度
、
処
々
の
貫
主
や
別
当
に
出
し
て
も
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
僧
侶
の
堕
落
し
た
時
代
で
あ
る
正
嘉
年
中
（
正
嘉
は
二
年
迄
。
大
聖
人
は
正
嘉
二
年
岩
本
実
相 

 
 
 

寺
に
こ
も
り
、
立
正
安
国
論
執
筆
の
年
）
に
親
鸞
が
門
徒
に
示
し
た
二
十
一
個
条
を
善
性
が
集
録
し
た
と
言
わ
れ 

 
 
 

る
も
の
の
中
に
、
念
仏
門
に
お
い
て
十
悪
五
悪
に
生
き
る
を
信
知
し
て
小
罪
を
犯
さ
ざ
る
こ
と
、
人
倫
を
売
買
し 
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て
並
に
牛
馬
の
口
入
を
留
む
べ
き
こ
と
、
他
人
の
妻
女
懐
抱
を
と
ど
む
べ
き
こ
と
、
諸
々
の
博ば

く

奕ち

、
雙
六

す
ご
ろ
く

を
と
ど 

 
 
 

む
べ
き
こ
と
、
念
仏
勤
行
の
日
男
女
同
座
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
同
じ
く
勤
行
の
日
、
魚
鳥
な
ら
び
に
五
辛
食
す 

 
 
 

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
等
々
を
戒
め
て
お
る
が
、
こ
れ
は
即
ち
念
仏
に
か
こ
つ
け
て
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
、
当
然 

 
 
 

と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

 

時
宗
は
当
時
の
僧
侶
の
堕
落
を
考
え
た
が
、
樹
下
石
上
を
こ
と
と
す
る
僧
侶
に
堕
落
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
錦
衣 

 
 
 

玉
食
に
身
を
か
た
め
た
僧
に
は
そ
れ
が
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
時
宗
が
そ
の
堕
落
に
片
棒
か
つ
い
で
い
た
の
で
あ 

 
 

る
。
そ
れ
は
民
の
膏
を
し
ぼ
り
あ
つ
め
て
、
仏
前
に
と
も
し
、
蒙
古
退
散
の
御
祈
禱
を
願
っ
た
も
の
は
時
宗
自
身 

 
 
 

で
は
な
い
か
、
民
の
膏
を
半
分
だ
け
仏
前
に
と
も
し
、
い
や
三
分
の
一
を
と
も
し
て
、
懐
中
を
こ
や
し
て
い
る
の 

 
 
 

は
鎌
倉
の
僧
侶
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
の
僧
侶
を
否
な
全
国
の
寺
社
の
神
官
僧
侶
を
堕
落
さ
し
た
の
は
、
蒙
古
退
散
の 

 
 
 

御
祈
祷
を
た
の
む
、
こ
の
時
宗
で
は
な
い
か
。 

 

青
年
宰
相
時
宗
の
額
に
は
脂
汗
が
に
じ
み
出
て
い
た
。
結
び
灯
台
の
灯
り
が
、
そ
れ
を
木
彫
の
よ
う
に
浮
び
出 

 
 
 

し
て
い
た
。 

 

日
蓮
法
師
は
蒙
古
襲
来
を
文
応
元
年
よ
り
叫
び
つ
づ
け
て
、
伊
東
に
、
竜
ノ
口
に
、
佐
渡
に
と
、
苦
難
の
道
を 

 
 
 

歩
み
つ
づ
け
て
十
五
年
。
念
禅
真
言
律
等
、
謙
倉
に

瓦
い
ら
か

を
な
ら
べ
て
、
そ
の
大
伽が

監ら
ん

を
誇
こ
る
僧
達
は
こ
の
十
五 

 
 
 

年
間
、
国
を
患
え
て
い
る
。
言
葉
は
一
言
も
の
べ
ず
、
蒙
古
退
散
の
祈
禱
料
を
た
ん
ま
り
た
め
て
、
た
ら
ふ
く
と 

 
 
 

食
っ
て
お
る
。
し
か
も
そ
れ
は
民
の
膏
血
で
は
な
い
か
、
ど
ち
ら
が
本
当
の
僧
侶
で
あ
ろ
う
か
。
生
き
仏
と
人
か 
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ら
あ
が
め
ら
れ
る
極
楽
寺
の
良
観
す
ら
、
時
宗
の
母
親
に
な
き
つ
い
て
種
々
と
策
を
弄
う
し
、
遂
に
は
、
武
蔵
守 

 
 
 

宣
時
の
了
解
の
も
と
に
、
偽
の
御
教
書
を
三
度
も
出
し
て
い
る
。
そ
れ
も
た
だ
た
だ
佐
渡
の
国
に
流
さ
れ
た
も
の 

 
 
 

は
昔
か
ら
帰
っ
て
き
た
例
が
な
い
。
よ
っ
て
日
蓮
を
殺
し
て
し
ま
え
、
弥
陀
の
仏
敵
を
殺
せ
よ
と
い
う
合
言
葉
に 

 
 
 

す
ぎ
な
か
っ
た
。 

 

ど
ち
ら
が
本
当
の
僧
侶
で
あ
ろ
う
か
、
時
宗
は
本
当
に
迷
っ
た
。
念
禅
真
言
律
宗
の
僧
侶
が
真
剣
に
も
の
を
考 

 
 
 

え
る
の
な
ら
ば
、
日
蓮
法
師
は
立
正
安
国
論
と
い
う
論
文
を
幕
府
に
さ
さ
げ
て
、
そ
れ
よ
り
四
箇
の
格
言
を
唱 

 
 
 

え
、
蒙
古
襲
来
の
国
難
を
告
げ
て
お
る
の
で
あ
る
。
単
な
る
思
い
つ
き
で
唱
え
て
お
る
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に 

 
 
 

念
禅
真
言
律
の
諸
宗
の
僧
侶
は
、
蒙
古
退
治
の
祈
禱
料
こ
そ
懐
中
に
た
ん
ま
り
い
れ
る
こ
と
は
し
て
も
、
立
正
安 

 
 
 

国
論
を
破
す
る
と
こ
ろ
の
論
文
一
巻
す
ら
書
い
て
は
い
な
い
（
註
五
）
。
日
蓮
が
論
文
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
、 

 
 
 

諸
宗
も
す
べ
か
ら
く
ま
ず
論
文
を
幕
府
に
さ
さ
げ
て
こ
れ
を
堂
々
論
破
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
金
の 

 
 
 

は
い
る
蒙
古
退
散
の
御
祈
禱
は
わ
ん
さ
と
引
き
受
け
て
も
、
学
問
を
も
っ
て
立
正
安
国
論
を
破
す
論
文
は
一
向
に 

 
 
 

幕
府
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ん
と
諸
宗
の
僧
侶
の
ず
る
さ
が
こ
れ
で
も
っ
て
わ
か
る
で
は
な
い
か
。 

 

し
か
も
、
日
蓮
法
師
が
正
式
に
公
場
で
の
問
答
を
申
込
め
ば
、
そ
ろ
っ
て
こ
れ
を
う
ま
く
逃
げ
て
、
竜
ノ
口
と 

 
 
 

い
う
未
曽
有
の
事
件
に
追
い
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。 

 

幕
府
は
大
聖
人
を
伊
豆
の
伊
東
に
流
罪
し
た
が
、
公
文
書
に
は
な
ん
に
も
の
せ
て
い
な
い
。
竜
ノ
口
の
処
刑 

 
 
 

も
、
佐
渡
の
国
へ
の
流
罪
も
の
せ
て
い
な
い
。
文
応
元
年
の
安
国
論
献
上
も
、
伊
豆
伊
東
流
罪
の
弘
長
元
年
（
一
二 
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六
一
）
も
吾
妻
鏡
の
存
す
る
時
代
で
あ
る
が
、
何
処
に
も
の
せ
て
い
な
い
。
だ
が
こ
の
事
実
を
疑
う
官
学
派
の
人 

 
 
 

も
い
な
い
。
官
学
文
献
尊
重
の
人
な
ら
、
立
正
安
国
論
提
出
、
伊
豆
伊
東
を
消
抹
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ 

 
 
 

は
大
聖
人
が
御
自
身
で
書
し
た
も
の
が
残
っ
て
お
る
の
で
何
人
も
否
定
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 

吾
妻
鏡
は
従
来
信
用
す
べ
き
と
絶
対
視
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
幕
府
の
手
で
書
か
れ
た
か
ら
信
用
が
出
来 

 
 
 

な
い
。
む
し
ろ
今
迄
信
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
北
条
九
代
記
が
信
用
さ
れ
て
い
る
。
北
条
九
代
記
に
は
日
蓮
上
人 

 
 
 

宗
門
を
開
く
と
し
て
そ
の
生
涯
を
記
録
し
て
い
る
。 

 

だ
が
、
幕
府
と
し
て
は
小
松
原
の
法
難
も
、
伊
豆
の
伊
東
の
配
流
も
、
し
か
も
伊
東
の
配
流
に
は
取
調
べ
は
一 

 
 
 

回
も
な
か
っ
た
。
竜
ノ
口
で
は
取
調
べ
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
大
聖
人
の
御
自
筆
の
書
面
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が 

 
 
 

出
来
る
の
で
、
幕
府
の
公
文
書
に
は
何
等
の
記
録
も
な
い
の
で
あ
る
。 

 

幕
府
は
大
聖
人
を
遇
す
る
こ
と
、
市
井
の
無
頼
の
徒
の
如
く
あ
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
竜
ノ
口
の
処
刑
も
、
佐 

 
 
 

渡
配
流
と
い
う
こ
と
も
、
幕
府
の
記
録
に
の
っ
て
い
な
い
。
記
録
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
の
人
格
を
全
く
み
と 

 
 
 

め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

時
宗
は
こ
れ
等
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
明
日
な
ん
の
か
ん
ば
せ
あ
っ
て
大
聖
人
に
逢
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 

口
を
き
く
こ
と
さ
え
恥
し
い
話
で
あ
る
。
蒙
古
襲
来
を
叫
ん
で
国
を
患
う
る
も
の
が
、
首
の
座
に
す
わ
り
、
佐
渡 

 
 
 

雪
中
の
生
活
三
か
年
を
送
っ
た
。
蒙
古
襲
来
の
怨
敵
退
散
を
祈
禱
す
る
僧
侶
は
、
時
宗
か
ら
莫
大
な
祈
禱
料
を
せ 

 
 
 

し
め
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
、
こ
れ
が
政
治
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
政
治
と
い
う
も
の
は
、
人
民
を
救
う
と
い
う 
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仮
面
を
被
っ
て
、
人
民
の
膏
血
を
吸
っ
て
お
る
奴
輩
の
群
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
勢
力
の
の
び
る
こ
と
の 

 
 
 

み
を
追
求
し
て
、
正
し
い
こ
と
を
言
う
人
間
を
徹
底
的
に
い
じ
め
ぬ
い
て
喜
ん
で
お
る
人
の
群
れ
を
政
治
家
と
い 

 
 
 

う
の
だ
ろ
う
か
。
青
年
宰
相
は
そ
れ
程
腹
わ
た
は
く
さ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
明
日
日
蓮
法
師
に
逢
う
こ
と
が
出
来 

 
 
 

る
な
ら
ば
、
腹
の
底
か
ら
話
が
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
。 

 

頼
綱
の
考
え
は
時
宗
と
は
全
く
反
対
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
日
蓮
法
師
の
不
思
議
な
予
言
に
対
す
る
自
分
の
思 

 
 
 

惑
を
そ
れ
と
な
く
打
診
し
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
に
も
ふ
れ
た
、
王
と
王
と
の
争
い
、
太
子
と
太 

 
 
 

子
の
争
い
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
自
分
の
心
中
を
み
ぬ
か
れ
た
よ
う
な
予
言
で
あ
っ
た
。
平
の
左
衛
門
頼
綱
の
名 

 
 
 

は
、
大
聖
人
の
法
難
の
度
毎
に
出
て
く
る
姓
名
で
あ
る
が
、
大
聖
人
と
殿
中
で
対
面
以
後
は
、
回
想
の
人
物
と
し 

 
 
 

て
御
書
に
は
出
て
く
る
が
、
現
実
の
人
物
と
し
て
は
、
こ
の
以
後
は
で
て
こ
な
い
人
物
で
あ
る
。
事
実
、
頼
綱 

 
 
 

も
、
大
聖
人
に
対
し
て
は
、
徹
底
的
な
圧
迫
者
と
し
て
名
を
大
聖
人
の
伝
記
中
に
残
し
た
が
、
殿
中
に
お
い
て 

 
 
 

は
、
今
迄
の
こ
と
は
す
っ
か
り
忘
れ
た
か
の
如
く
、
大
聖
人
に
対
し
て
好
意
を
も
っ
て
接
し
て
お
る
の
で
あ
る
。 

 

鎌
倉
の
大
臣
山
に
夜
鳥
の
啼
く
声
が
き
こ
え
て
時
宗
の
書
院
は
、
た
だ
灯
の
油
を
吸
う
音
の
み
が
き
こ
え
て
お 

 
 
 

っ
た
。
時
宗
は
明
日
の
天
下
を
患
れ
え
る
思
い
で
、
頼
綱
は
天
下
を
伺
う
下
心
で
も
っ
て
大
聖
人
に
接
し
よ
う
と 

 
 
 

い
う
四
月
七
日
の
夜
だ
っ
た
。 

 

因
み
に
、
法
華
取
要
抄
に
お
け
る
、
二
つ
日
の
竝
び
出
づ
る
は
一
国
に
二
の
国
王
な
ら
ぶ
る
相
世
、
王
と
王
と 

 
 
 

の
闘
諍
な
り
、
星
の
日
月
を
犯
す
は
臣
の
王
を
犯
す
の
相
な
り
、
明
星
な
ら
び
出
づ
る
は
太
子
と
太
子
と
の
諍 
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論
な
り
と
は
、
大
聖
人
滅
後
五
十
七
年
に
し
て
起
っ
た
南
北
朝
の
斗
い
の
予
言
、
臣
の
王
を
犯
す
は
、
足
利
尊
氏 

 
 
 

の
後
醍
醐
天
皇
を
攻
め
て
大
塔
宮
を
害
せ
し
こ
と
を
指
し
、
太
子
と
太
子
と
の
争
い
と
は
南
北
両
統
の
争
い
を
さ 

 
 
 

す
と
い
わ
れ
る
。 

 

そ
れ
は
、
皇
統
の
中
に
大
覚
、
持
明
の
二
流
を
生
じ
は
じ
め
た
端
緒
は
、
宛
も
文
永
九
年
に
開
け
、
後
嵯
峨
上 

 
 
 

皇
崩
御
の
際
、
両
統
更
立
の
遺
詔
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。 

 

そ
し
て
こ
の
文
永
十
一
年
正
月
に
は
亀
山
天
皇
の
御
隠
居
に
際
し
て
、
更
立
の
約
の
如
く
に
持
明
系
た
る
後
深 

 
 
 

草
系
を
立
て
ず
し
て
、
大
覚
系
た
る
自
分
の
皇
子
に
譲
位
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
太
子
と
太
子
と
相
争
う
先
兆
が 

 
 
 

既
に
あ
ら
わ
れ
て
お
っ
た
の
を
大
聖
人
が
看
破
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
申
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
註
六
） 

 

（
註
一
）  

御
伝
土
代 

聖
五
七
八
ペ
ー
ジ 

（
註
二
）  

富
士
年
表 

上
三
三
ペ
ー
ジ 

（
註
三
）  

法
華
取
要
抄
。
全
集
三
三
六
ペ
ー
ジ 

（
註
四
）  

辻
善
之
助
著
「
日
本
仏
教
史
」 

（
註
五
）  

立
正
安
国
論
を
破
し
た
論
文
は
今
尚
出
て
い
な
い
。 

（
註
六
）  

姉
崎
博
士
の
「
法
華
経
の
行
者
日
蓮
」 
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二 
「
天
下
国
家
を
祈
る
は
法
華
経
に
あ
る
と
、
即
ち
天
照
大
神
御
托
宣
に
曰
く
、
毎
日
法
華
四
句
の
文
を
誦
し
て
、 

 
 
 

百
王
の
皇
胤
を
守
る
と
か
、
言
わ
れ
て
、
い
ず
れ
の
宗
に
お
い
て
も
、
法
華
経
は
尊
い
経
文
と
さ
れ
、
拙
者
も
法 

 
 
 

華
経
を
読
誦
し
て
お
る
が
、
い
ず
れ
の
個
処
を
さ
が
し
て
も
、
禅
天
魔
と
い
う
文
字
は
の
せ
て
お
ら
ぬ
が
、
日
蓮 

 
 
 

法
師
、
そ
れ
を
伺
い
た
い
」 

 

質
問
の
第
一
声
が
放
た
れ
た
。 

 

文
永
十
一
年
四
月
八
日
、
仏
生
日
で
あ
る
（
註
一
）
所
は
鎌
倉
の
殿
中
、 

 

日
蓮
大
聖
人
は
、
佐
渡
四
か
年
の
流
罪
の
生
活
が
赦
免
と
な
り
、
し
か
も
、
佐
渡
か
ら
の
帰
途
は
、
行
き
と
は 

 
 
 

打
っ
て
変
っ
て
、
国
府
国
府
の
役
人
が
三
、
四
百
人
の
同
勢
を
か
り
出
し
て
、
危
険
と
思
わ
れ
る
場
所
を
厳
重
に 

 
 
 

守
護
申
し
上
げ
て
の
鎌
倉
入
り
で
あ
っ
た
。 

 

今
朝
、
比
企
谷
の
大
聖
人
の
新
ら
し
い
草
庵
を
で
る
時
、
鎌
倉
中
の
信
徒
全
部
が
早
朝
か
ら
つ
め
か
け
て
、
大 

 
 
 

聖
人
に
お
祝
い
の
言
葉
を
申
し
上
げ
た
の
で
あ
る
。
柳
営
（
将
軍
の
営
所
、
幕
府
、
支
那
漢
の
将
軍
細
柳
陣
営
の 

 
 
 

故
事
よ
り
出
ず
）
対
面
と
い
う
こ
と
は
、
一
宗
が
公
許
に
な
る
前
ぶ
れ
と
み
て
よ
い
。
今
日
以
後
、
大
聖
人
の
門 

 
 
 

下
は
晴
れ
て
、
鎌
倉
の
街
中
で
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
、
朝
夕
の
勤
行
を
つ
と
め
て
よ
い
の
で
あ
る
。
大 
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聖
人
門
下
に
と
っ
て
、
こ
ん
な
嬉
し
い
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、
し
か
も
今
日
は
四
月
八
日
の
仏
生
日
で
あ
る
。
お
釈 

 
 
 

迦
さ
ま
の
生
れ
た
日
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
大
聖
人
さ
ま
の
内
証
を
知
る
弟
子
及
び
四
条
金
吾
等
々
は
、
違 

 
 
 

っ
た
意
味
で
、
胸
を
ふ
る
わ
し
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

日
蓮
一
人
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
た
り
と
、
大
聖
人
は
言
わ
れ
た
で
は
な
い
か
、
お
釈
迦
さ
ま
は
南
無
妙
法 

 
 
 

蓮
華
経
と
唱
え
て
は
い
な
い
。
釈
尊
は
法
華
経
誇
法
の
者
を
治
し
給
わ
ず
と
言
わ
れ
、
末
法
の
始
に
妙
法
蓮
華
経 

 
 
 

の
五
字
を
流
布
し
て
、
日
本
国
の
一
切
衆
生
が
仏
の
下
種
を
懐
妊

か
い
に
ん

す
べ
き
時
な
り
と
言
わ
れ
て
お
る
。
即
ち
下
種 

 
 
 

仏
法
の
新
ら
し
い
仏
さ
ま
が
本
日
生
れ
て
、
将
軍
家
に
ゆ
く
の
で
あ
る
。
仏
さ
ま
の
教
が
公
許
さ
れ
な
い
筈
が
な 

 
 

い
。
常
日
頃
か
ら
大
聖
人
さ
ま
は
「
日
蓮
は
日
本
国
の
人
の
為
に
は
賢
父
な
り
、
聖
親
な
り
、
導
師
な
り
」
と
言 

 
 
 

わ
れ
て
お
る
。
こ
れ
こ
そ
下
種
仏
の
宣
言
で
は
な
い
か
。
釈
尊
の
仏
法
が
な
く
な
っ
た
時
と
い
う
、
今
が
そ
の
時 

 
 
 

代
で
あ
る
。
鎌
倉
中
を
み
て
も
街
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
称
名
の
声
の
み
き
こ
え
、
寺
に
は
阿
弥
陀
仏
が
飾
ら 

 
 
 

れ
、
観
音
が
、
薬
師
が
、
不
動
明
王
が
、
大
日
如
来
が
、
祭
ら
れ
て
、
釈
迦
仏
を
祭
る
寺
と
て
は
一
つ
も
な
い
。 

 
 
 

正
し
く
釈
尊
の
仏
法
が
滅
失
し
た
証
拠
で
あ
る
。 

 

白
法
隠
没
と
は
こ
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
末
法
は
下
種
の
時
代
で
、
神
力
品
に
は
、
斯
人
行
世
間
能
滅
衆 

 
 
 

生
闇
と
あ
る
。
斯
の
人
と
あ
っ
て
仏
と
は
な
い
。
こ
の
人
が
、
衆
生
の
苦
悩
を
救
っ
て
下
さ
れ
る
こ
と
が
、
あ
た 

 
 
 

か
も
、
日
月
の
如
し
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
聖
人
は
自
ら
日
蓮
と
名
の
ら
れ
た
。
明
ら
か
な
る
こ
と
日
月
の
如 

 
 
 

し
、
清
き
こ
と
蓮
華
の
汚
泥
に
染
ま
ざ
る
が
如
し
、
日
蓮
と
名
の
る
こ
と
あ
に
自
解
仏
乗
に
あ
ら
ず
や
と
言
わ
れ 
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て
お
る
。 

 
末
法
に
お
け
る
下
種
の
仏
と
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

さ
れ
ば
、
四
月
八
日
、
早
朝
大
聖
人
の
庵
室
に
群
集
し
た
信
徒
に
向
っ
て
大
聖
人
の
御
言
葉
が
あ
っ
た
の
で
あ 

 
 

る
。 

「
私
は
貞
応
元
年
の
二
月
十
六
日
に
生
ま
れ
て
本
年
五
十
三
歳
で
あ
る
が
、
佐
渡
に
流
さ
れ
て
は
、
皆
さ
ま
も
、 

 
 
 

も
は
や
こ
の
日
蓮
が
、
鎌
倉
に
帰
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
今
こ
う
や
っ
て
、
皆
様
方
と
話
を
し
て 

 
 
 

お
る
。
ま
こ
と
に
今
日
の
存
命
不
思
議
と
思
ぼ
し
め
せ
と
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
佐
渡
の
赦
免
状
の
日 

 
 
 

付
は
、
文
永
十
一
年
二
月
十
六
日
で
（
註
二
）
あ
る
こ
と
も
不
思
議
で
あ
る
。
竜
ノ
口
に
命
を
す
て
た
か
と
思
っ 

 
 
 

た
が
さ
は
な
く
て
、
佐
渡
に
お
い
て
は
法
門
上
重
大
な
仕
事
を
し
て
の
け
て
き
た
。
伊
豆
、
佐
渡
の
配
流
の
生
活 

 
 
 

を
思
う
時
、
文
永
十
一
年
の
二
月
十
六
日
、
私
の
生
れ
た
二
月
十
六
日
が
私
の
赦
免
状
の
日
付
で
あ
る
。
三
度
こ 

 
 
 

の
日
蓮
は
生
れ
変
っ
た
と
言
っ
て
も
差
し
つ
か
え
が
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
精
神
を
も
っ
て
こ
こ
で
は
っ
き
り
申
し 

 
 
 

上
げ
る
が
、
日
蓮
の
法
門
は
佐
渡
以
前
と
佐
渡
以
後
と
は
、
仏
の
爾
前
教
と
実
教
と
の
相
違
の
よ
う
に
心
得
て
い 

 
 
 

た
だ
き
た
い
」 

 

こ
の
言
葉
を
き
い
た
時
、
庵
室
の
門
下
一
同
、
感
嘆
の
声
で
ど
よ
め
い
た
。
群
集
の
中
の
四
条
金
吾
な
ぞ
は
、 

 
 
 

こ
の
言
葉
に
接
す
る
と
思
わ
ず
、
合
掌
し
て
大
聖
人
さ
ま
こ
そ
下
種
の
仏
さ
ま
と
心
に
き
め
て
、
ひ
そ
か
に
南
無 

 
 
 

妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
の
で
あ
っ
た
。 



 

163 殿 中 問 答 
 

「
時
宗
殿
、
頼
綱
殿
に
面
談
す
る
の
は
、
こ
の
日
蓮
一
人
で
す
か
ら
殿
中
へ
の
御
見
送
り
は
絶
対
に
お
断
り
い
た 

 
 
 

し
ま
す
。
勝
ち
誇
っ
た
顔
で
、
日
蓮
が
鎌
倉
の
街
を
ゆ
く
と
念
仏
徒
に
思
わ
れ
て
は
心
外
で
す
。
見
送
り
は
な
り 

 
 
 

ま
せ
ん
ぞ…

…

」 

 

大
聖
人
は
め
だ
た
ぬ
従
者
を
つ
れ
て
、
幕
府
に
む
か
わ
れ
た
。 

 

幕
府
は
東
西
の
門
口
は
二
町
半
南
北
は
二
町
、
そ
の
内
に
は
寝
殿
、
対
屋

た
い
の
や

、
大
御
所
、
小
御
所
、
常
の
御
所
が 

 
 
 

あ
り
、
東
西
南
北
に
各
々
の
門
が
あ
り
、
今
日
で
も
東
御み

門か
ど

、
西
御
門
の
地
名
が
残
っ
て
お
る
程
の
壮
大
さ
で
、 

 
 
 

鎌
倉
幕
府
を
象
徴
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
質
実
で
豪
快

ご
う
か
い

な
建
物
で
あ
っ
た
。
大
聖
人
は
お
そ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
門 

 
 
 

に
入
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
時
に
文
永
十
一
年
の
四
月
の
八
日
で
あ
っ
た
。 

  

「
法
華
経
の
い
ず
れ
の
と
こ
ろ
に
も
、
禅
天
魔
の
文
字
は
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
か
」 

「
左
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
拙
者
法
華
経
の
経
巻
を
持
参
し
た
。
禅
天
魔
と
あ
る
と
こ
ろ
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い 

 
 
 

た
だ
こ
う
」 

 

な
る
程
、
列
座
の
侍
の
前
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
机
が
置
か
れ
て
あ
っ
た
が
、
そ
の
侍
だ
け
は
机
の
上
に
経
巻
ら
し 

 
 
 

き
も
の
が
置
か
れ
て
あ
っ
た
。
余
程
の
熱
心
者
と
も
み
え
、
ま
た
こ
と
と
次
第
に
よ
っ
て
は
、
大
聖
人
を
や
り
こ 

 
 
 

め
て
や
ろ
う
と
い
う
気
慨
が
み
え
た
。 



 

164 
 

「
そ
の
前
に
お
き
き
し
た
い
こ
と
が
あ
る
が
、
禅
の
起
こ
り
は
如
何
」 

「
今
更
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
答
え
る
も
馬
鹿
々
々
し
い
が
、
法
師
が
尋
ぬ
る
か
ら
、
こ
れ
も
問
答
の
仕
方
と
心
得 

 
 
 

て
答
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
禅
の
起
こ
り
は
、
釈
尊
滅
度
の
時
、
金
棺
よ
り
御
手

み

て

を
出
し
て
、
迦
葉
に
、
教
の
外
に 

 
 
 

伝
え
る
法
あ
り
と
し
て
、
拈
華
徴
笑
し
、
迦
葉
こ
れ
を
み
て
会
得
し
て
ま
た
徴
笑
す
と…

…

」 

「
わ
か
り
申
し
た
。
で
は
、
御
貴
殿
の
机
上
に
あ
る
法
華
経
の
中
の
巻
の
六
の
第
十
六
、
如
来
寿
量
品
を
開
け
て 

 
 
 

み
ら
れ
よ
、
そ
の
経
典
に
は
な
ん
と
あ
る
か
、
私
か
読
誦
し
て
み
よ
う
、
一
切
世
間
の
天
人
及
び
阿
修
羅
は
、 

 
 
 

皆
、
今
の
釈
迦
牟
尼
仏
、
釈
氏
の
宮
を
出
で
て
伽
耶
城
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
道
場
に
坐
し
て
阿あ

耨の
く

多た

羅ら

三さ
ん 

 
 
 
 

藐
み
ゃ
く

三さ
ん

菩ぼ

提だ
い

（
註
三
）
を
得
た
り
と
謂
へ
り
。
然
る
に
善
男
子
、
我
れ
実
に
成
仏
し
て
よ
り
こ
の
か
た
、
無
量
無
辺 

 
 
 

百
千
万
億
那
由
佗
劫
な
り…

…
…

」 

 

大
聖
人
の
経
文
を
誦
す
る
声
は
、
音お

ん

吐と

朗
々
と
し
て
、
殿
中
一
杯
に
響
き
渡
っ
た
。 

「
こ
の
経
文
を
な
ん
と
読
ま
れ
る
か
、
仏
自
ら
仏
を
得
る
こ
と
無
量
百
千
万
劫
と
い
わ
れ
、
方
便
し
て
涅
槃
を
現 

 
 

じ
、
常
に
此
の
娑
婆
世
界
に
住
し
て
法
を
説
く
、
我
れ
常
に
こ
こ
に
住
す
れ
ど
も
、
諸
々
の
神
通
力
を
も
っ
て
、 

 
 
 

顛
倒
の
衆
生
を
し
て
、
近
か
し
と
雖
も
し
か
も
み
え
ざ
ら
し
む
と
、
寿
量
品
の
偈
に
と
か
れ
て
お
る
で
は
な
い 

 
 
 

か
、
か
く
の
如
く
法
華
経
の
仏
は
寿
命
無
量
常
住
不
滅
の
仏
で
あ
る
。
然
か
る
に
禅
宗
の
仏
と
は
、
先
き
程
、
御 

 
 
 

貴
殿
が
申
さ
れ
た
如
く
、
釈
尊
金
棺
よ
り
拈
華
微
笑
と
は
、
禅
宗
の
仏
と
は
滅
度
す
る
仏
を
み
る
、
こ
れ
は
外
道 

 
 
 

の
無
の
見
解
の
仏
で
あ
る
。
し
か
も
、
御
貴
殿
巻
の
第
七
の
第
二
十
三
品
、
薬
王
菩
薩
本
事
品
と
い
う
の
を
開
い 
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て
と
く
と
御
覧
じ
ろ
、
ひ
ら
き
ま
し
た
か
、
ひ
ら
い
た
ら
一
、
二
、
三
、
四
、―

十
、
十
一
と
め
く
っ
て
一
番
最 

 
 
 

初
の
行
を
よ
く
読
ん
で
御
覧
じ
な
さ
い
。
「
一
切
の
如
来
の
所
説
、
も
し
く
は
菩
薩
の
所
説
、
も
し
は
声
聞
の
所 

 
 
 

説
、
諸
々
の
経
法
の
中
に
も
っ
と
も
こ
れ
第
一
な
り
、
能
く
是
の
経
典
を
受
持
す
る
こ
と
あ
ら
ん
者
も
亦
復
か
く 

 
 
 

の
如
し
、
一
切
衆
生
の
中
に
お
い
て
、
ま
た
こ
れ
第
一
な
り
。
一
切
の
声
聞
、
辟
支
仏
の
中
に
菩
薩
こ
れ
第
一
な 

 
 

り
。
此
の
経
も
亦
か
く
の
如
し
、
一
切
の
諸
々
の
経
法
の
中
に
お
い
て
、
最
も
こ
れ
第
一
な
り
。
仏
は
こ
れ
諸
法 

 
 
 

の
王
な
る
が
如
く
、
此
の
経
も
亦
復
是
の
如
し
、
諸
経
の
中
の
王
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
こ
れ 

 
 
 

を
御
貴
殿
は
文
字
通
り
に
よ
ん
だ
ら
よ
い
の
で
あ
る
。
仏
の
金
言
で
あ
る
。
我
等
は
仰
い
で
信
じ
た
ら
よ
い
だ
ろ 

 
 

う
。
法
華
経
は
「
於
一
切
諸
経
法
中
、
最
為
第
一
」
と
、
こ
れ
程
わ
か
り
や
す
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
る
に
禅
家 

 
 
 

に
お
い
て
は
、
法
華
経
は
吐
い
た
る
つ
ば
き
、
月
を
さ
す
指
な
ぞ
と
下
し
て
お
る
で
は
な
い
か
、
祖
師
は
無
用
と 

 
 
 

言
い
な
が
ら
、
達
磨
大
師
を
な
ん
で
本
尊
と
す
る
か
、
経
文
は
指
月
な
り
と
言
っ
て
経
の
無
用
を
言
い
な
が
ら
、 

 
 
 

何
故
に
朝
夕
の
所
作
に
真
言
陀
羅
尼
を
よ
む
か
、
首
楞
厳
経
金
剛
経
円
覚
経
を
読
誦
す
る
か
、
し
か
も
真
の
禅
の 

 
 
 

法
門
を
悟
る
機
と
は
、
祖
師
よ
り
も
伝
え
ず
、
仏
よ
り
も
伝
え
ず
、
我
と
し
て
禅
の
法
門
を
悟
る
を
最
も
よ
し
と 

 
 
 

す
る
、
法
華
経
に
は
禅
天
魔
の
文
字
な
し
と
雖
も
こ
れ
こ
そ
天
魔
の
所
説
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
御
返
答
い
か 

 
 
 

が…
…

」 

 

四
辺
を
圧
す
る
大
聖
人
の
言
葉
に
、
件
の
侍
は
顔
を
赤
く
し
て
今
迄
み
て
い
た
法
華
経
の
経
巻
を
机
の
上
に
閉 

 
 
 

じ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。 
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「
伝
法
記
と
い
う
書
物
に
は
こ
う
の
せ
て
あ
る
。
達
磨
大
師
が
唐
土
に
き
た
っ
て
、
梁
の
国
に
至
り
、
武
帝
は
、 

 
 
 

朕
は
広
く
寺
を
造
り
僧
侶
を
養
成
し
、
経
を
写
し
、
仏
像
を
つ
く
る
、
そ
の
功
徳
は
ど
の
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
と 

 
 
 

問
う
た
時
、
達
磨
は
功
徳
な
し
と
答
え
た
と
い
う
。
今
鎌
倉
に
は
建
長
寺
円
覚
寺
寿
福
寺
等
が
あ
っ
て
、
そ
の
寄 

 
 
 

進
者
の
功
を
た
た
え
て
お
る
が
、
達
磨
の
口
を
か
り
て
こ
れ
を
言
え
ば
無
功
徳
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う…

…

」 

 

こ
の
言
葉
に
は
、
殿
中
の
侍
一
人
と
し
て
表
情
を
加
え
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
佐
渡
四
か
年
の
配
流
の
生
活 

 
 
 

も
こ
の
法
師
に
は
な
ん
ら
の
影
響
も
感
化
も
与
え
な
い
で
、
今
叫
ん
で
お
る
言
葉
の
調
子
は
、
小
町
の
辻
の
説
法 

 
 
 

の
口
調
と
少
し
も
変
る
こ
と
な
く
、
獅
子
の
吠
え
る
が
如
き
お
も
か
げ
が
あ
っ
た
。 

「
な
お
且
つ
、
只
今
蒙
古
襲
来
は
も
は
や
日
時
の
問
題
と
な
っ
て
お
る
が
、
何
故
宋
国
が
亡
び
た
の
か
、
禅
宗
が 

 
 
 

興
隆
し
て
以
後
宋
国
は
蒙
古
の
た
め
に
亡
び
た
と
い
う
こ
の
厳
粛
な
事
実
を
、
各
々
方
は
忘
れ
て
お
ら
れ
る
の 

 
 
 

か
」 

 

殿
中
森
閑
と
し
て
、
咳
一
つ
き
こ
え
な
か
っ
た
。 

  

「
で
は
伺
い
た
い
」 

 

こ
れ
は
入
道
姿
の
侍
が
、
落
ち
つ
い
た
口
調
で
大
聖
人
に
尋
ね
た
。 

「
念
仏
を
唱
え
る
と
地
獄
に
ゆ
く
と
、
あ
ん
た
は
言
う
て
お
る
そ
う
だ
が
、
本
当
で
す
か
」 
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「
本
当
で
す
」 

「
今
で
も
、
本
当
だ
と
本
当
に
思
っ
て
お
る
の
で
す
か
」 

 

静
か
だ
が
、
場
内
に
失
笑
の
声
が
起
っ
た
。 

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
す
て
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
れ
ば
、
身
を
も
っ
て
命
ご
い
を
致
し
ま
し
ょ
う
と
、
竜 

 
 
 

ノ
口
の
刀
の
下
で
言
わ
れ
て
も
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
た
こ
の
日
蓮
で
す
。
今
で
も
、
念
仏
無
間
と
心
得
て 

 
 
 

お
り
ま
す
」 

「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
る
人
の
方
が
、
日
本
中
殆
ど
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
念
仏
は
地
獄
行
き
と
申
さ
れ
ま
す 

 
 

か
」 

「
今
は
日
本
中
の
殆
ど
の
人
が
、
弥
陀
念
仏
を
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
仏
教
を
習
う
も
の
は
時
と
言
う
こ
と 

 
 
 

を
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
は
と
も
か
く
今
後
は
称
名
念
仏
の
愚
を
悟
っ
て
、
日
本
国
一
同
に
南
無
妙
法
蓮
華 

 
 
 

経
と
唱
え
る
時
が
ま
い
り
ま
す
。
今
大
勢
の
人
々
が
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
是
と
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。 

 
 
 

南
無
妙
法
蓮
華
経
は
こ
の
日
蓮
が
、
た
だ
一
人
唱
え
始
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
」 

「
で
は
、
お
手
前
の
発
明
だ
な
あ
」 

 

入
道
姿
の
侍
は
、
あ
ざ
笑
う
よ
う
に
大
聖
人
を
眺
め
る
の
で
あ
っ
た
。 

「
発
明
の
お
宗
旨
も
自
讃
毀
他
し
な
け
れ
ば
、
お
上
か
ら
お
咎
め
も
な
い
の
だ
が
、
念
仏
無
間
は
ど
う
も
合
点
が 

 
 
 

ゆ
か
な
い
、
私
も
御
覧
の
通
り
入
道
姿
、
家
に
は
立
派
な
仏
壇
を
こ
し
ら
え
、
隙
さ
え
あ
れ
ば
弥
陀
の
名
号
を
唱 
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え
て
あ
け
く
れ
て
お
る
老
い
の
身
だ
が
、
こ
れ
が
、
地
獄
行
き
と
言
わ
れ
た
の
で
は
、
往
生
が
し
か
ね
る
と
い
う 

 
 
 

も
の…

…

」 

「
焙
烙

ほ
う
ろ
く

千
枚
な
ら
べ
ま
し
て
も
、
金
槌
一
丁
あ
れ
ば
こ
っ
ぱ
微
塵
で
あ
る
よ
う
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
妙
法
蓮
華 

 
 
 

経
と
は
こ
と
な
り
ま
す
」 

「
ど
ち
ら
が
、
金
槌
で
、
ど
っ
ち
が
焙
烙
じ
ゃ
」 

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
が
、
金
槌
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
無
礼
も
の
！
」 

 

入
道
は
み
る
み
る
頭
の
て
っ
ぺ
ん
ま
で
真
赤
に
な
っ
て
、
思
わ
ず
小
刀
の
柄
に
手
を
か
け
た
が
、
背
後
の
者
か 

 
 
 

ら
そ
の
腕
を
抑
え
ら
れ
、
大
聖
人
を
睨
み
つ
け
る
だ
け
だ
っ
た
が
、
や
が
て
真
赤
な
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
湯
気
が 

 
 
 

ほ
か
ほ
か
登
り
始
め
た
の
で
、
ゆ
で
章
魚

だ

こ

一
丁
あ
が
り
と
い
っ
た
光
景
に
、
殿
中
の
侍
は
思
わ
ず
笑
い
を
抑
え
ね 

 
 
 

ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

 

み
る
に
み
か
ね
て
、
若
い
侍
が
、
老
人
に
代
っ
て
の
質
間
だ
っ
た
。 

「
年
老
り
の
心
中
も
察
せ
ず
、
よ
く
も
申
し
た
、
で
は
念
仏
無
間
と
い
う
世
に
七
不
思
議
な
御
法
話
を
拝
聴
し
た 

 
 
 

い
も
の
だ
」 

「
さ
れ
ば
、
耳
を
す
ま
せ
て
、
と
く
と
き
か
れ
た
い
。
念
仏
は
無
間
地
獄
、
阿
弥
陀
経
は
読
む
べ
か
ら
ず
と
申
す 

 
 
 

こ
と
も
、
日
蓮
の
言
葉
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
ぞ
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
様
が
如
何
な
る
仏
さ
ま
か
を
知 
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れ
ば
分
か
る
こ
と
、
阿
弥
陀
仏
と
は
、
釈
迦
如
来
五
十
余
年
の
説
法
の
内
、
さ
き
四
十
余
年
の
内
の
阿
弥
陀
経
等 

 
 
 

の
三
部
経
の
中
に
説
か
れ
て
お
る
仏
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
我
々
の
す
ん
で
お
る
世
界
に
生
れ
て
き
た
仏
さ
ま
で
な 

 
 
 

い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
ぞ
。
処
が
、
釈
尊
は
法
華
経
を
説
く
時
に
、
そ
の
序
分
で
あ
る
無
量
義
経
と
い 

 
 
 

う
経
典
に
お
い
て
「
善
男
子
、
我
れ
先
に
道
場
菩
提
樹
下
に
端
坐
す
る
こ
と
六
年
に
し
て
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩 

 
 
 

提
を
成
ず
る
こ
と
を
得
た
り
。
仏
眼
を
も
っ
て
一
切
の
諸
法
を
観
ず
る
に
宣
説
す
べ
か
ら
ず
、
所
以
は
い
か
ん
。 

 
 
 

諸
の
衆
生
の
性
欲

し
ょ
う
よ
く

不
同
な
る
こ
と
を
知
れ
り
、
性
欲
不
同
な
れ
ば
種
々
に
法
を
説
き
、
種
々
の
法
を
説
く
こ
と
方 

 
 
 

便
力
を
も
っ
て
す
。
四
十
余
年
に
は
、
未
だ
真
実
を
顕
わ
さ
ず
、
是
の
故
に
衆
生
の
得
度
差
別
し
て
、
す
み
や
か 

 
 
 

に
無
上
菩
提
を
成
ず
る
こ
と
を
得
ず
」
と
言
わ
れ
て
、
四
十
余
年
に
渡
っ
て
と
か
れ
た
、
一
切
の
経
々
を
唯
の
一 

 
 
 

言
で
否
定
さ
れ
て
し
ま
い
、
正
宗
た
る
法
華
経
の
第
一
巻
に
お
い
て
、
「
世
尊
法
久
後
要
当
説
真
実
、
正
直
捨
方 

 
 
 

便
但
説
無
上
道
」
（
註
四
）
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
闇
夜
に
大
月
輪
の
出
現
し
、
大
塔
を
た
て
て
後
足
代
を
切
り
捨 

 
 
 

て
た
る
が
如
き
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
法
華
経
の
文
、
顕
然
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浄
土
宗 

 
 
 

の
法
然
は
、
念
仏
に
対
し
て
法
華
経
を
捨し

ゃ

閉へ
い

閣か
く

拠ほ
う

（
註
五
）
と
よ
み
、
善
導
は
（
註
六
）
法
華
経
を
雑
行
と
名
づ 

 
 

け
、
あ
ま
つ
さ
へ
千
中
無
一
と
い
っ
て
、
法
華
経
を
千
人
信
ず
る
と
も
一
人
の
得
度
者
も
な
い
と
書
物
に
書
い
て 

 
 
 

お
る
。
処
が
、
法
華
経
第
二
に
、
も
し
人
信
ぜ
ず
し
て
こ
の
法
華
経
を
毀
誇
せ
ば
そ
の
人
、
命
終
し
て
阿
鼻
獄
に 

 
 
 

入
ら
ん
。
ま
た
同
第
七
の
巻
不
軽
品
に
、
千
劫
阿
鼻
地
獄
に
於
い
て
大
苦
悩
を
受
く
と
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
み 

 
 
 

る
と
、
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
は
法
華
経
を
謗
ず
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
念
仏
は
堕
地
獄
の
根
源
と
言
う
に
な
ん
の
不 
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思
議
が
あ
ろ
う
か…

…

」 

 
殿
中
に
は
う
め
く
よ
う
な
声
が
し
て
返
答
す
る
も
の
は
一
人
も
お
ら
な
か
っ
た
。 

「
往
生
を
す
る
に
は
、
な
に
を
も
っ
て
往
生
す
る
か
と
言
え
ば
、
法
華
経
の
力
が
な
く
て
往
生
は
で
き
な
い
の
で
あ 

 
 

る
。
往
生
と
言
え
ば
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
し
か
、
各
々
方
は
御
存
知
な
い
と
思
う
が
、
実
は
、
阿あ

閦
し
ゅ
く

仏
の
妙
楽 

 
 
 

浄
土
、
大
日
如
来
の
密
厳
浄
土
、
弥
勒
の
兜
率
天
、
香
積
仏
の
香
積
浄
土
、
文
珠
の
離
塵
垢
心
浄
土
、
薬
師
如
来 

 
 
 

の
浄
瑠
璃
世
界
、
舎
利
弗
の
離
垢
、
迦
葉
の
光
徳
、
日
蓮
の
意
楽
、
須
菩
提
の
宝
生
等
々
浄
土
は
い
く
ら
で
も
あ 

 
 
 

る
が
、
こ
れ
ら
の
浄
土
の
考
え
方
は
、
法
華
経
に
と
く
と
こ
ろ
の
釈
迦
仏
が
、
仮
り
に
説
い
た
と
こ
ろ
の
浄
土
で 

 
 
 

あ
っ
て
、
我
等
に
と
っ
て
、
直
接
の
浄
土
と
は
、
法
華
経
の
寿
量
品
に
明
か
さ
れ
て
い
る
、
我
れ
常
に
こ
の
娑
婆 

 
 
 

世
界
に
あ
っ
て
説
法
教
化
す
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
娑
婆
即
寂
光
土
の
教
義
が
打
ち
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
各 

 
 
 

々
方
の
坐
わ
ら
れ
て
お
る
、
こ
の
土
地
こ
そ
、
各
々
方
が
、
今
日
殿
中
に
こ
ら
れ
る
た
め
に
ふ
ん
で
き
た
大
地
こ
そ
実
は
浄

土
で
あ
っ
て
、
東
西
南
北
い
ず
れ
の
と
こ
ろ
に
も
浄
土
は
な
い
の
で
あ
る
」 

  

「
律
国
賊
と
は
、
天
子
将
軍
を
も
畏
れ
ぬ
方
言
と
心
得
る
が
ど
う
じ
や
、
即
ち
今
鎌
倉
中
に
お
い
て
諸
民
が
、
生 

 
 
 

き
仏
と
仰
ぎ
奉
る
良
観
上
人
は
、
そ
の
な
す
こ
と
が
、
日
蓮
法
師
、
貴
僧
の
如
く
、
口
さ
ば
き
ば
か
り
の
空
理
空 

 
 
 

論
で
は
な
い
ぞ
、
即
ち
飯
島
の
津
に
て
、
六
浦

む
つ
う
ら

の
関
米

せ
き
ま
い

を
と
っ
て
は
諸
国
の
道
を
作
り
、
七
道
に
木
戸
を
か
ま
え 
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て
は
人
別
の
銭
を
と
り
、
そ
の
銭
に
て
、
諸
河
に
橋
を
渡
す
、
橋
を
か
け
る
こ
と
百
八
十
九
所
、
道
路
の
修
理
七 

 
 
 

十
一
所
、
さ
ら
に
井
戸
を
ほ
る
こ
と
三
十
三
所
（
註
七
）
と
、
ま
た
そ
の
良
観
上
人
の
師
匠
た
る
叡
尊
上
人
は
、
弘 

 
 

長
二
年
の
二
月
二
十
七
日
、
鎌
倉
に
き
た
り
、
お
上
の
御
母
君
（
時
宗
の
母
の
こ
と
）
も
ま
た
故
最
明
寺
入
道
殿 

 
 

（
時
頼
将
軍
時
宗
の
父
）
も
、
と
も
ど
も
授
戒
を
さ
れ
た
戒
師
で
あ
る
。
そ
の
叡
尊
上
人
は
、
文
永
元
年
に
は
、 

 
 
 

異
国
襲
来
の
噂
を
き
い
て
、
八
月
六
日
に
天
王
寺
の
金
堂
に
於
い
て
百
座
の
仁
王
会
（
註
八
）
を
行
い
、
五
年
正 

 
 
 

月
に
は
蒙
古
の
牒
状
が
到
来
し
た
の
で
そ
の
難
を
は
ら
わ
ん
が
た
め
に
再
び
天
王
寺
に
於
い
て
修
法
し
、
昨
年 

 
 
 

（
文
永
十
年
の
こ
と
）
の
二
月
に
は
後
宇
多
天
皇
の
勅
を
奉
じ
て
、
大
神
宮
に
参
寵
し
て
大
般
若
経
を
転
読
し
て 

 
 
 

お
る
で
は
な
い
か
、
日
蓮
法
師
、
蒙
古
退
治
は
貴
僧
の
専
売
特
許
で
は
な
い
ぞ
、
少
し
は
遠
慮
し
口
を
つ
つ
し
ん 

 
 
 

で
貰
い
た
い
」 

 

一
気
に
ま
く
し
た
て
た
の
は
中
年
の
侍
で
あ
る
。 

「…
…

こ
れ
ら
の
尊
い
上
人
が
た
の
御
祈
禱
も
な
ん
ら
利
谷
が
な
い
と
申
す
の
か
、
勅
命
を
奉
じ
て
蒙
古
退
散
の 

 
 
 

修
法
を
な
す
尊
い
上
人
の
御
祈
禱
が
き
か
な
い
と
申
す
の
か
、
叡
尊
律
師
は
国
師
と
呼
ば
れ
る
尊
い
お
方
を
国
賊 

 
 
 

と
言
わ
れ
る
の
か
、
返
答
を
承
け
給
わ
り
た
い
」 

 

一
膝
の
り
出
し
て
の
質
問
で
あ
っ
た
。
大
聖
人
は
思
わ
ず
に
っ
こ
り
さ
れ
て
返
答
を
し
た
。
併
し
御
簾
内
の
執 

 
 
 

権
職
時
宗
を
始
め
、
頼
綱
以
下
の
同
座
の
武
士
た
ち
は
、
こ
の
大
聖
人
の
莞か

ん

爾じ

た
る
微
笑

え

み

に
万
感
の
畏
敬
を
感
じ 

 
 
 

た
こ
と
は
勿
論
で
あ
っ
た
。 
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「
御
貴
殿
は
、
只
今
、
良
観
上
人
、
叡
尊
上
人
の
こ
と
を
申
さ
れ
た
が
、
仏
教
の
比
較
は
人
を
規
準
と
し
て
話
を 

 
 
 

な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
人
が
敬
う
か
ら
尊
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
御
方
が
如
何
な
る
法
に
帰
依
し 

 
 
 

て
お
る
か
を
標
準
に
し
て
、
即
ち
そ
の
依
る
所
の
経
典
を
も
っ
て
、
比
較
対
照
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
依え 

 
 
 

法ほ
う

不ふ

依え

人に
ん

、
法
に
よ
っ
て
、
人
に
よ
ら
ざ
れ
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
先
ず
修
法
さ
れ
た
仁
王
経
や
大
般
若
経
と 

 
 
 

い
う
経
は
如
何
な
る
経
か
を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
法
華
経
の
寿
量
品
に
、
楽ぎ

よ

於ほ
お

小
し
ょ
う

法ほ
う

徳と
く

薄は

垢く

重
じ
ゅ
う

者し
ゃ

と
申
す
句 

 
 
 

が
あ
り
ま
す
が
、
天
台
大
師
は
、
こ
の
小
法
と
言
う
の
は
、
華
厳
経
般
若
経
、
仁
王
経
等
々
の
法
華
経
以
前
の
経 

 
 
 

を
指
し
、
こ
れ
ら
の
小
乗
の
経
々
を
依
経
と
す
る
宗
旨
の
人
は
、
徳
も
う
す
く
、
垢
と
い
う
の
は
煩
悩
と
い
う
こ 

 
 
 

と
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
垢
重
、
即
ち
煩
悩
欲
も
強
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
る
の
で
す
。
き
く
所
に
よ
り
ま 

 
 
 

す
と
、
昔
の
戒
律
を
守
ら
れ
た
聖
者
は
殺や

つ

と
い
っ
て
草
木
を
き
る
と
い
う
言
葉
や
、
収
と
言
っ
て
金
銭
を
た
く
わ 

 
 
 

え
る
と
い
う
言
葉
す
ら
い
み
き
ら
い
、
行
雲
廻
雪

こ
う
う
ん
か
い
せ
つ

（
美
人
の
形
容
詞
）
に
は
死
屍

し
か
ば
ね

の
想
い
を
な
し
た
と
申
し
ま
す 

 
 

が
、
只
今
の
律
僧
達
の
振
舞
を
み
ま
す
と
。
御
祈
禱
料
を
た
く
わ
え
て
、
利り

銭せ
ん

借
し
ゃ
く

請
じ
ょ
う

（
金
融
業
）
を
業
と
し
、
布 

 
 
 

絹
財
宝
に
執
着
し
て
お
り
ま
す
。
次
に
道
を
つ
く
り
、
橋
を
渡
す
こ
と
は
、
逆
に
諸
人
の
歎
き
に
な
っ
て
お
る
こ 

 
 
 

と
を
知
ら
な
い
の
で
す
か
。
六
浦
の
関
米
を
飯
島
の
津
で
と
る
、
国
々
に
構
え
た
関
所
も
旅
人
の
煩
い
と
な
っ
て 

 
 
 

お
る
こ
と
は
ま
だ
こ
の
座
中
の
方
々
の
お
耳
に
達
し
て
お
ら
ぬ
と
で
も
申
す
の
で
す
か
」 

 

大
聖
人
の
あ
た
り
を
は
ば
か
ら
ぬ
強
言
に
座
中
は
嵐
を
呼
ぶ
よ
う
に
、
急
に
ざ
わ
ざ
わ
と
さ
わ
ぎ
た
っ
た
。 
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（
註
一
）  

釈
尊
の
誕
生
日 

（
註
二
）  

赦
免
状
二
通
あ
り
、
前
号
の
は
二
月
十
四
日 

 
日
蓮
法
師
御
勘
気
ノ
事
御
免
許
ア
ル
ノ
由
仰
セ
下
サ
ル
ル
所
也
、
早
赦
セ
ラ
ル
ベ
キ
由
二
候
也
。
仍
テ 

 

執
達
件
ノ
如
シ 

 
 

 
 

文
永
十
一
年
二
月
十
六
日 

兵
部
丞
行
兼 

 
 

 

山
城
兵
衛
入
道
殿 

（
註
三
）  

仏
智
の
こ
と
。 

（
註
四
）  

方
便
品 

（
註
五
）  

法
華
経
を
雑
行
の
中
に
い
れ
て
否
定
す
る
。 

（
註
六
）  

善
導
（
六
一
三―

六
八
一
）
支
那
の
僧
で
、
浄
土
五
祖
の
第
三
、
真
宗
七
祖
の
第
五
と
さ
れ
る
。 

（
註
七
）  

富
士
巻
の
㈢
の
七
三
ペ
ー
ジ
詳
説
す
。 

（
註
八
）  

天
下
泰
平
鎮
護
国
家
を
祈
願
す
る
た
め
仁
王
般
若
経
を
講
讃
す
る
法
会 

三 

騒
然
た
る
殿
中
を
し
ず
め
る
声
が
し
た
。 
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そ
れ
は
平
左
衛
門
尉
頼
綱
が
、
口
を
き
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

「
御
坊
は
法
華
経
以
外
の
仏
説
は
み
と
め
ぬ
と
い
う
が
本
当
で
あ
る
か…
…

」 

「
そ
れ
が
、
釈
尊
の
御
言
葉
で
す
か
ら
、
日
蓮
も
従
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん…

…

」 

「
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
る
も
の
か…

…

」 

 

頼
綱
は
に
が
に
が
し
く
言
い
放
っ
た
。 

 

大
聖
人
は
静
か
に
話
を
つ
づ
け
た
。 

 

頼
綱
が
ど
う
思
う
と
か
ま
わ
わ
ぬ
と
い
っ
た
様
子
で
あ
る
。 

「
釈
尊
が
こ
の
世
に
出
で
て
、
説
法
を
な
さ
っ
た
目
的
は
法
華
経
を
説
く
の
が
、
出
世
の
本
懐
で
あ
ら
れ
た
が
、
聞 

 
 

く
所
の
衆
生
の
機
縁
（
註
一
）
万
差
で
あ
る
が
故
に
、
三
十
七
日
間
い
ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ
、
四
十
余
年
の
間
、
機 

 
 

縁
を
と
と
の
え
て
、
最
後
に
こ
の
妙
法
を
説
き
給
う
た
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
経
文
に
は
始
め
よ
り
こ
の
妙
法
を 

 
 
 

説
か
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
が
、
仏
法
の
気
分
も
な
い
衆
生
は
、
信
じ
な
い
で
却
っ
て
、
妙
法
を
謗
る
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 

故
に
機
を
ば
、
と
と
の
え
よ
う
と
思
わ
れ
て
、
初
め
に
華
厳
、
阿
含
、
方
等
、
般
若
等
の
経
を
四
十
余
年
の
間
と 

 
 

き
、
最
後
に
法
華
経
を
説
き
給
う
た
。
法
華
経
の
始
め
に
無
量
義
経
と
い
う
経
文
が
あ
る
が
、
そ
の
経
で
、
釈
尊 

 
 

は
、
四
十
余
年
に
は
い
ま
だ
真
実
を
顕
わ
さ
ず
、
と
は
っ
き
り
断
言
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
譬
え
ば
、
大
王
の
行
幸 

 
 
 

の
御
時
、
将
軍
が
前
進
し
て
狼
籍
者
を
と
り
し
ず
む
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
将
軍
が
大
王
に
敵
す
る
者
を
大
弓 

 
 
 

を
以
て
射
は
ら
い
、
ま
た
太
刀
を
も
っ
て
切
り
す
て
る
が
如
き
も
の
で
華
厳
経
を
よ
む
、
華
厳
宗
、
阿
含
経
の
律 
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僧
、
観
経
の
念
仏
者
、
大
日
経
の
真
言
師
等
々
の
者
ど
も
が
、
法
華
経
に
し
た
が
わ
ぬ
を
、
や
め
な
び
か
す
利
剣 

 
 
 

の
勅
宣
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
釈
尊
自
身
が
、
法
華
経
以
外
を
仏
説
と
は
み
と
め
ず
、
権
教
（
註
二
）
だ
と
い
わ
れ 

 
 
 

て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
日
蓮
が
自
作
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」 

 

一
座
は
し
ん
と
し
て
、
誰
亀
口
を
ひ
ら
く
も
の
が
い
な
か
っ
た
。
平
左
衛
門
尉
頼
綱
も
、
も
は
や
、
大
聖
人
に 

 
 
 

た
い
し
て
、
質
問
を
す
る
気
力
も
う
せ
て
し
ま
っ
た
。
頼
綱
は
御み

簾す

内う
ち

に
、
眼
を
や
る
と
な
ん
ら
か
の
合
図 

 
 
 
 
 

を
内
示
さ
れ
た
ら
し
く
、
今
度
は
威
儀
を
正
し
て
大
聖
人
に
向
っ
て
問
い
を
発
し
た
。 

「
御
坊
、
蒙
古
国
の
襲
来
は
何
時
頃
で
あ
ろ
う
か
」 

 

殿
中
は
、
大
聖
人
の
言
葉
い
か
に
と
、
全
く
静
ま
り
返
っ
た
。 

「
さ
れ
ば
、
経
文
に
は
、
何
時
の
何
日
と
は
し
る
さ
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
が
、…

…

」 

 

大
聖
人
は
、
こ
こ
で
言
葉
を
き
る
と
、 

「
今
年
は
一
定
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」 

 

こ
の
言
葉
に
、
静
粛
た
っ
た
場
内
が
、
再
び
大
波
の
動
く
が
如
く
騒
然
と
し
た
の
で
あ
る
。
誰
か
が
し
ゃ
べ 

 
 
 

る
、
ひ
そ
ひ
そ
話
が
、
つ
み
か
さ
な
っ
て
、
大
き
な
形
容
の
出
来
な
い
話
し
声
に
な
っ
て
殿
中
の
空
気
を
動
か
す 

 
 
 

の
で
あ
っ
た
。 

「
蒙
古
国
の
我
が
国
に
国
書
い
た
す
こ
と
、
既
に
四
度
に
お
よ
ん
で
お
り
ま
す
が
、
御
承
知
の
通
り
わ
れ
か
ら 

 
 
 

は
、
正
式
の
返
答
は
一
切
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
さ
ぞ
か
し
、
蒙
古
は
そ
の
間
に
、
我
が
国
状
を
国
書
に
こ
と
よ
せ 
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て
充
分
に
さ
ぐ
り
、
こ
の
五
か
年
間
に
万
全
の
軍
備
を
な
し
、
今
年
こ
そ
は
、
我
が
日
本
に
攻
め
き
た
る
の
が
、 

 
 
 

当
然
と
考
え
ま
す
」 

「
蒙
古
国
の
来
襲
は
必
然
と
言
か
か
る
か…

…

」 

 

嘆
声
の
こ
も
っ
た
頼
綱
の
声
で
あ
っ
た
。 

「
日
蓮
は
す
で
に
文
永
五
年
の
八
月
二
十
一
日
、
申
状
を
以
っ
て
、
蒙
古
国
の
我
国
を
攻
め
ん
こ
と
必
定
な
り
と 

 
 
 

申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
文
応
元
年
に
、
立
正
安
国
論
を
献
上
し
て
本
年
は
、
正
し
く
十
五
年
に
な
り
ま
す
が
、 

 
 
 

立
正
安
国
論
を
御
採
用
に
な
ら
な
か
っ
た
結
果
が
、
今
日
の
蒙
古
襲
来
と
い
う
経
文
の
如
く
な
っ
た
の
で
あ
り
ま 

 
 

す
。
日
蓮
が
智
慧
を
も
っ
て
之
れ
を
予
言
し
た
の
で
は
な
く
、
法
華
経
の
神
文
が
、
日
蓮
を
し
て
言
わ
し
め
た
の 

 
 
 

で
あ
り
ま
す
」 

「
御
坊
は
、
念
仏
宗
や
禅
宗
に
我
々
が
帰
依
し
て
お
る
か
ら
、
蒙
古
襲
来
と
な
る
と
言
わ
れ
た
が
、
今
も
っ
て
、 

 
 
 

そ
の
考
え
に
変
り
は
な
い
の
か
」 

 

頼
綱
の
質
問
で
あ
る
。 

「
変
り
よ
う
の
あ
り
よ
う
筈
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
日
本
の
国
状
が
、
日
蓮
が
十
五
年
前
に
予
言
し
た
立
正
安
国
論 

 
 
 

の
論
旨
と
符
合
し
て
お
る
の
時
に
、
所
信
を
ま
す
ま
す
深
く
か
た
め
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
変
改
す
る
な
ぞ
毛
頭 

 
 
 

ご
ざ
い
ま
せ
ん
」 

「
だ
が
、
御
坊
、
国
難
の
来
た
る
こ
と
を
必
然
と
言
わ
れ
る
今
日
だ
。
念
仏
宗
も
禅
宗
も
律
宗
も
、
各
々
そ
の
立 
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場
立
場
を
こ
と
に
す
る
が
、
国
を
思
い
国
を
患
う
る
の
情
に
お
い
て
は
誰
人
も
変
わ
り
が
な
い
と
思
う
。
じ
ゃ
に 

 
 
 

よ
っ
て
、
各
宗
各
派
が
、
力
を
合
せ
て
、
敵
国
降
伏
を
祈
る
の
が
本
当
で
は
な
か
ろ
う
か
、
ど
う
、
御
返
答
は…

 
 
 

…

」 

「
日
蓮
一
人
彼
の
蒙
古
国
を
調
伏
す
べ
き
の
人
た
る
べ
し
と
兼
て
知
っ
て
、
立
正
安
国
論
を
勘
え
申
し
て
之
れ
を 

 
 
 

献
策
し
、
そ
の
た
め
却
っ
て
、
佐
渡
配
流
四
か
年
の
生
活
を
す
ご
し
、
今
は
立
正
安
国
論
の
予
冒
の
通
り
、
国
状 

 
 
 

が
変
化
し
た
の
で
、
赦
る
さ
れ
て
、
こ
の
殿
中
に
召
さ
れ
た
日
蓮
で
あ
り
ま
す
。
御
貴
殿
の
御
言
葉
に
従
っ
た
の 

 
 
 

で
は
、
立
正
安
国
論
の
主
旨
に
も
反
し
、
今
日
、
こ
の
殿
中
に
き
た
、
日
蓮
の
所
信
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
り
ま 

 
 

す
」 

   

大
聖
人
は
頼
綱
の
質
問
を
待
た
ず
、
更
に
言
葉
を
つ
づ
け
た
。 

「
立
正
安
国
論
は
、
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
、
速
か
に
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
、
然
れ
ば
則
ち
三
界
は
皆 

 
 
 

仏
国
な
り
仏
国
そ
れ
お
と
ろ
え
ん
や
、
十
方
は
悉
く
宝
土
な
り
、
宝
土
な
ん
ぞ
や
ぶ
れ
ん
や
、
国
に
衰す

い

微び

な
く
土 

 
 
 

に
破
壊

は

え

な
く
ん
ば
、
身
は
こ
れ
安
全
に
し
て
、
心
は
是
れ
禅
定
な
ら
ん
。
こ
の
詞
こ
の

言
こ
と
ば

信
す
べ
く
崇
む
べ
し
、 

 
 
 

と
結
ん
で
お
る
が
、
実
乗
の
一
善
と
は
、
二
も
な
く
三
も
な
い
、
た
だ
一
の
法
華
経
に
帰
せ
よ
と
言
う
こ
と
で
あ 

 
 
 

り
ま
す
。
国
難
を
前
に
し
て
人
心
を
一
の
所
に
、
あ
つ
め
て
こ
そ
、
こ
の
日
本
国
は
安
泰
と
な
り
、
祈
り
も
適
う 
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も
の
と
思
う
も
の
で
あ
り
ま
す
」 

「
然
か
し
御
坊
、
御
説
ご
も
っ
と
も
な
れ
ば
、
幕
府
に
お
い
て
は
、
上
は
伊
勢
大
廟󠄂
か
ら
下
は
辺
土
の
末
社
な
ら 

 
 
 

び
に
、
念
仏
、
禅
、
律
宗
の
各
々
に
莫
大
な
祈
禱
料
を
投
じ
て
、
敵
国
降
伏
の
御
祈
禱
を
依
頼
し
て
お
る
の
が
現 

 
 
 

実
だ
、
そ
れ
を
さ
し
と
ど
め
て
、
御
坊
、
日
蓮
法
師
一
人
の
み
に
祈
禱
を
た
の
む
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
を
と 

 
 
 
 

る
も
の
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
無
理
な
こ
と
だ
。
ど
う
じ
ゃ
ろ
う
、
諸
宗
と
共
々
に
、
国
難
の
前
に
は
一
身
の 

 
 
 

こ
と
を
考
え
ず
、
敵
国
降
伏
の
祈
禱
を
し
て
下
さ
ら
な
い
か
、
如
何
な
も
ん
か
御
坊
、
実
は
執
権
職
に
お
か
れ
て 

 
 

も
、
西
の
御
門
（
幕
府
は
東
西
南
北
に
門
が
あ
っ
た
）
の
東
郷
入
道
の
屋
形
の
跡
に
、
坊
宇
を
建
立
し
て
御
坊
に 

 
 
 

寄
進
し
、
自
ら
も
帰
依
せ
ら
れ
た
い
と
の
内
意
が
あ
る
の
だ
が…

…

如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か…

…

」
（
註
三
） 

 

執
権
職
時
宗
帰
依
と
の
頼
綱
の
声
に
、
満
場
啞
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
流
罪
に
な
っ
た
者
が
赦
る
さ
れ
て
、 

 
 
 

殿
中
に
招
か
れ
る
こ
と
が
未
曽
有
の
こ
と
な
の
に
、
今
ま
た
意
外
も
意
外
、
時
の
執
権
職
が
堂
宇
を
建
立
し
て
自 

 
 
 

ら
も
帰
依
し
よ
う
と
の
こ
と
が
、
北
条
家
の
執
事
た
る
頼
綱
の
口
か
ら
出
た
の
で
あ
る
か
ら
、
満
場
啞
然
と
し
た 

 
 
 

の
も
無
理
は
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
先
き
に
知
れ
て
い
た
ら
、
誰
れ
も
、
大
聖
人
に
対
し
て
、
念
仏
は
ど
う
じ 

 
 
 

ゃ
、
禅
は
ど
う
じ
ゃ
と
、
責
め
る
の
は
無
駄
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
責
め
た
四
、
五
人
の
人
々 

 
 

は
、
今
は
顔
色
も
な
く
た
だ
う
な
だ
れ
て
、
皆
の
影
に
か
く
れ
る
よ
う
に
身
を
低
く
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。 

 

大
聖
人
は
、
時
宗
帰
依
の
言
葉
を
き
い
て
も
喜
び
の
色
は
少
し
も
み
せ
な
か
っ
た
。 

「
王
地
に
生
れ
た
れ
ば
、
身
を
随
え
た
て
ま
つ
る
よ
う
な
れ
ど
、
心
は
随
え
た
て
ま
つ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。 
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こ
の
日
蓮
は
仏
法
を
以
っ
て
本
と
な
す
覚
悟
は
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
の
朝
よ
り
変
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、 

 
 
 

王
法
に
は
常
に
従
い
ま
し
た
。
伊
豆
の
伊
東
に
ゆ
け
と
の
御
命
を
頂
け
ば
、
伊
東
に
参
り
ま
し
た
。
竜
ノ
口
の
首 

 
 
 

の
座
に
坐
わ
れ
と
言
わ
れ
れ
ば
坐
り
ま
し
た
。
佐
渡
の
御
流
罪
右
謹
ん
で
お
受
け
い
た
し
て
、
雪
中
に
四
か
年
の 

 
 
 

生
活
を
送
り
ま
し
た
。
だ
が
然
し
、
今
日
は
違
い
ま
す
。
佐
渡
の
流
罪
が
御
赦
免
に
な
っ
た
こ
と
は
、
日
蓮
の
常 

 
 
 

日
頃
の
折
伏
が
、
少
し
は
み
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
、
今
日
、
こ
の
殿
中
に
参
上
し
た
の
で
あ
り
ま
す
」 

「…

だ
か
ら
こ
そ
、
先
刻
申
し
た
よ
う
に
、
東
郷
入
道
の
屋
形
の
跡
に
一
宇
を
建
立
し
て…

…

」 

 

頼
綱
が
口
を
は
さ
ん
だ
。 

「
諸
宗
の
僧
侶
と
共
々
に
御
祈
禱
せ
よ
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
断
じ
て
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ 

 
 
 

は
王
法
の
こ
と
で
は
な
く
、
仏
法
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
蒙
古
襲
来
を
防
ぐ
に
は
、
日
本
国
の
念
仏 

 
 
 

者
と
禅
と
律
僧
等
が
、
頸
を
き
っ
て
、
由
比
の
浜
に
か
く
べ
し
と
先
年

い
つ
ぞ
や

申
上
げ
た
心
持
に
は
い
さ
さ
か
も
変
り
は 

 
 
 

あ
り
ま
せ
ん
。
日
蓮
は
常
に
念
仏
師
と
禅
と
律
を
攻
撃
す
る
と
、
各
位
は
お
思
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら 

 
 
 

の
宗
旨
は
物
の
か
ず
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
真
言
宗
と
申
す
宗
旨
が
、
日
本
国
の
大
な
る
呪
咀
の
悪
法
で
あ
り
ま 

 
 

す
。
大
蒙
古
国
を
調
伏
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
真
言
師
に
仰
せ
つ
け
て
は
な
り
ま
せ
ん
」 

 

頼
網
は
皮
肉
な
色
を
現
わ
し
て
口
を
は
さ
ん
だ
。 

「
御
坊
は
た
し
か
、
真
言
宗
の
干
光
山
清
澄
寺
で
出
家
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
そ
の
御
坊
が
真
言
宗
の
悪
口 

 
 
 

を
な
さ
る
と
は
、
ち
と
解
し
か
ね
る
が
、
如
何
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
」 
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「
恩
を
す
て
て
無
為
に
入
る
、
真
実
の
報
恩
と
申
す
な
り
と
経
典
に
あ
り
ま
す
。
比
干
は
王
に
随
わ
ず
し
て
忠
臣 

 
 
 

孝
人
と
な
り
、
悉し

つ

多た

太
子
は
浄
飯
王
に
そ
む
い
て
三
界
第
一
の
孝
と
な
り
給
う
が
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。
人
王
八
十 

 
 
 

一
代
の
安
徳
天
皇
は
、
源
の
頼
朝
に
せ
め
ら
れ
て
海
中
の
い
ろ
く
づ
（
魚
族
）
の
食
と
な
り
給
う
、
八
十
二
代
隠 

 
 
 

岐
の
法
皇
八
十
三
代
阿
波
の
院
、
八
十
四
代
佐
渡
の
院
は
、
鎌
倉
の
右
大
将
の
家
人
、
義
時
に
せ
め
さ
せ
ら
れ
給 

 
 

う
。
何
故
に
、
安
徳
と
隠
岐
と
、
阿
波
佐
渡
の
王
は
、
相
伝
の
所
従
に
せ
め
ら
れ
て
、
或
い
は
殺
さ
れ
、
或
い
は 

 
 
 

島
に
放
た
れ
、
或
い
は
鬼
と
な
り
、
或
い
は
大
地
獄
に
墜
ち
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
殿
中
の
各
々
の
方
と
く 

 
 
 

っ
と
御
聞
き
下
さ
い
。
隠
岐
の
法
皇
は
天
子
で
す
ぞ
。
義
時
殿
は
民
で
す
ぞ
。
子
の
親
を
あ
だ
む
こ
と
を
天
照
大 

 
 
 

神
が
御
受
納
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
所
従
（
家
来
）
が
主
君
を
敵
と
す
る
こ
と
を
正
八
幡
が
、
御
用
い
あ
る
で
し
ょ 

 
 
 

う
か
。
何
故
公
卿

く

げ

が
負
け
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
只
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
弘
法
大
師
の
邪
義
、
慈 

 
 
 

覚
大
師
智
証
大
師
の
僻
見
を
ま
こ
と
と
思
っ
て
、
叡
山
、
東
寺
、
円
城
寺
の
人
々
の
鎌
倉
を
に
く
み
、
真
言
に
よ
り 

 
 

御
祈
禱
を
修
し
た
が
故
に
、
「
還け

ん

著
じ
ゃ
く

於お

本ほ
ん

人に
ん

」
と
て
そ
の
失と

が

が
か
え
っ
て
公
家

く

げ

は
負
け
た
の
で
あ
り
、
武
家
は
そ 

 
 
 

の
こ
と
を
知
ら
な
い
故
、
調
伏
を
し
な
か
っ
た
故
に
勝
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（
註
四
）
日
蓮
は
幼
少
の
頃
よ 

 
 
 

り
、
こ
れ
に
疑
問
を
も
っ
た
が
故
に
、
顕
密
二
道
な
ら
び
に
諸
宗
の
一
切
の
経
を
習
っ
て
十
四
か
年
つ
い
に
、
南 

 
 
 

無
妙
法
蓮
華
経
と
誰
も
唱
え
ぬ
妙
法
を
、
日
蓮
一
人
唱
え
始
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
ぬ 

 
 
 

も
の
と
同
席
せ
よ
と
は
、
ど
う
し
て
も
承
知
し
か
ね
る
お
話
し
で
あ
り
ま
す…

…

」 

 

殿
中
に
権
威
も
富
貴
も
み
と
め
ぬ
大
聖
人
の
断
言
で
あ
っ
た
。 
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（
註
一
）  

機
縁―

衆
生
の
根
性
や
因
縁
の
こ
と
を
指
す
。 

（
註
二
）  

衆
生
の
機
縁
を
と
と
の
え
る
か
り
の
教 

（
註
三
）  

日
蓮
正
宗
の
三
代
の
御
法
主
日
道
上
人
の
御
伝
土
代
に
よ
る
。
最
古
の
大
聖
人
の
伝
記 

（
註
四
）  
承
久
の
乱
を
さ
す
。 
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