
り
、
其
中
に
識
神
を
や
ど
す
」
（
佐
渡
御
書
）
「
日
蓮
は
わ
る
き
者

に
て
候
へ
ど
も
ｌ
さ
る
に
て
は
日
蓮
は
わ
る
く
て
も
わ
る
か
る
く

し
、
わ
る
か
る
ぺ
し
「
（
西
山
書
）
．
度
に
を
も
ひ
切
っ
て
う
え

し
な
ん
と
あ
ん
じ
切
っ
て
候
つ
る
に
」
（
上
野
書
）
「
結
句
は
一
人

に
な
っ
て
日
本
国
に
流
浪
す
べ
き
み
に
て
候
」
（
富
木
番
）
と
い
う

「
人
間
的
」
な
反
省
、
感
懐
が
あ
る
こ
と
は
現
実
の
地
涌
と
し
て
遇

然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

。
×

現
代
は
一
‐
地
涌
」
の
道
が
踏
み
消
さ
れ
、
仏
法
表
滅
に
委
ね
ら
れ

た
時
代
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
、
治
定
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
圏
協
会
（
事
務
所
全
上
）
代
表
理
事
。
別
に

ア
フ
リ
カ
学
会
、
日
本
民
族
学
会
、
立
正
大
学
仏
教
学
会
、
日
本

哲
学
会
、
各
会
員

、
、
、

仏
教
の
用
語
は
、
禅
定
に
よ
っ
て
逮
得
さ
れ
た
般
若
智
か
ら
生
れ

て
来
た
も
の
で
、
仏
陀
と
同
じ
よ
う
な
内
観
の
境
地
に
立
っ
て
始
め

て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
教
理
の
解
説
が
学
問
的
立
場
か
ら
為

さ
れ
る
と
き
に
、
住
々
に
し
て
そ
の
意
義
が
謬
り
伝
え
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
、
大
乗
仏
教
の
浩

渤
な
る
体
系
に
傾
倒
す
る
よ
り
も
さ
き
に
、
ま
ず
仏
陀
出
世
の
本
懐

と
も
い
う
べ
き
縁
起
の
理
に
つ
い
て
、
根
本
仏
教
の
中
に
そ
の
正
し

い
意
義
を
探
り
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

釈
尊
が
正
覚
を
得
ら
れ
た
の
は
、
内
観
に
よ
っ
て
十
二
因
縁
の
理

、
、

を
証
得
し
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
仏
教
学
者
は
内
観
と
い
う
言

葉
を
使
い
な
が
ら
、
そ
の
意
義
を
深
く
心
に
留
め
て
考
察
し
て
い
な

、
、

い
よ
う
で
あ
る
。
仏
教
は
内
通
と
も
称
す
る
如
く
、
坐
禅
入
定
の
修

行
に
よ
っ
て
心
の
内
側
を
探
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
内
観
の
立
場
を

根
本
仏
教
の
縁
起
観
に
つ
い
て

中
野
裕
道
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離
れ
て
仏
教
用
語
の
正
し
い
意
義
を
捕
捉
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

、
、

る
。
イ
ン
ド
五
明
の
一
つ
で
内
明
と
い
わ
れ
る
修
法
も
、
内
観
の
道

を
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
仏
教
で
は
外
的
環
境

の
問
題
は
当
初
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
も
し
こ
の
問

題
が
採
り
挙
げ
ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
仏
教
の
教
理
は
岐
商
の
哲

学
と
し
て
完
成
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
同
時
に
宗
教
と
し
て

の
生
命
を
掴
渇
せ
し
め
、
解
脱
す
る
者
は
跡
を
絶
っ
た
で
あ
ろ
う
。

仏
陀
は
形
而
上
学
的
追
及
を
避
け
て
、
悟
り
の
足
し
に
な
ら
ぬ
問
題

は
迩
中
か
ら
悉
く
除
去
し
、
堅
実
に
内
観
の
通
を
固
守
し
た
の
で
あ

っ
た
。
仏
教
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
こ
の
内
観
の
立
場
を
己
れ
の

も
の
と
し
て
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
十
二
因
縁
の
思
想
に
哲
学
的
な
新
し
い
解
釈
を
加
え
た
蚊
初

の
人
は
、
マ
ク
ス
・
ワ
レ
ザ
ー
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
明
治
の
末

期
に
松
本
文
三
郎
氏
も
そ
の
解
釈
に
刺
激
さ
れ
て
、
十
二
支
縁
起
は

原
因
結
果
の
関
係
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
論
理
的
関
係
を
表
わ

し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
力
税
し
て
、
縁
起
の
思
想
か
ら
特
に
時
間

の
観
念
を
除
去
し
よ
う
と
努
力
し
た
跡
が
見
え
る
。
こ
の
新
解
釈
は

宇
井
伯
寿
氏
に
引
継
が
れ
て
学
界
に
普
及
し
た
が
、
こ
の
説
明
の
仕

方
は
縁
起
論
を
内
観
の
立
場
で
見
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
机
の
上

で
哲
学
的
に
の
み
割
り
切
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
仏
教
の
術
語

を
実
践
的
に
受
け
取
る
立
場
と
し
て
相
応
し
い
も
の
で
は
な
い
。
東

洋
的
思
惟
に
疎
い
一
外
国
人
の
模
索
が
哲
学
的
で
あ
っ
た
の
は
致
し

方
が
な
い
と
し
て
も
、
仏
教
独
自
の
内
観
的
立
場
を
喪
失
し
て
ま
で

同
調
す
る
の
は
、
仏
教
者
と
し
て
不
見
識
の
譲
り
は
免
れ
ま
い
。
縁

起
の
解
説
が
仏
教
の
軌
道
を
外
れ
て
、
今
日
も
猶
殆
ん
ど
そ
の
ま
典

で
あ
る
の
は
遺
憾
の
至
り
で
あ
る
。

か
く
て
近
頃
の
仏
教
学
者
は
、
縁
起
の
法
則
を
客
観
の
世
界
に
見

て
い
る
が
、
墓
に
大
き
な
解
釈
上
の
失
態
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
仏
教
は
内
観
の
道
な
る
が
故
に
内
道
と
称
す
る
の
で
あ

り
、
も
し
自
然
界
を
採
り
挙
げ
て
愉
及
し
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
真
理
を
外
側
に
追
い
求
め
る
態
度
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に

外
道
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
縁
起
と
は
、
縁
に
依
っ
て
起

る
と
い
う
意
義
を
、
内
観
の
立
場
で
素
直
に
認
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ

、
、
、
、
、
、
、

る
。
時
間
的
観
念
を
締
め
出
し
て
、
縁
に
依
っ
て
起
つ
と
言
い
換
え

て
見
て
も
、
哲
学
的
解
釈
と
し
て
は
面
白
い
か
も
知
れ
な
い
が
思
索

上
の
遊
戯
で
し
か
な
く
、
悟
り
が
開
け
る
筈
も
な
い
の
で
あ
る
。
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縁
起
に
関
す
る
簸
者
の
見
解
を
述
べ
る
た
め
に
は
、
「
無
常
偶
」

の
偶
文
を
選
ん
で
解
説
す
る
の
が
妓
も
分
り
易
い
と
思
う
の
で
、
今

は
斯
か
る
便
宜
に
従
っ
て
根
本
仏
教
の
縁
起
観
を
略
説
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

一
一

諸
行
無
常
越
生
減
法
生
滅
々
己
寂
滅
為
楽

、
、

ま
ず
従
来
の
解
釈
で
は
、
諸
行
を
自
然
現
象
に
取
っ
て
い
る
が
、

根
本
的
な
間
違
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
行
」
は
原
語
が
サ
ン
ス
カ

ラ
（
造
作
の
義
）
で
あ
り
、
行
為
と
作
用
の
意
義
を
含
め
て
「
為

作
‐
』
と
訳
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
無
明
・
行
・
識
の
場
合
に
し

て
も
、
色
・
受
・
想
・
行
・
識
の
場
合
に
し
て
も
、
同
様
に
精
神
現

象
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
語
の
語
義
を
知

ら
ぬ
筈
も
な
い
専
門
学
者
が
、
内
観
の
立
場
か
ら
逸
脱
し
て
外
遊
の

立
場
へ
転
落
し
て
い
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
。

、
、
、

わ
が
国
の
い
ろ
は
歌
は
、
こ
の
偶
文
を
日
本
訳
し
た
も
の
だ
と
い

わ
れ
、
作
者
を
弘
法
大
師
に
擬
し
て
い
る
が
、
三
地
の
菩
薩
と
ま
で

い
わ
れ
た
密
教
の
大
師
・
空
海
が
作
っ
た
と
い
う
伝
説
に
疑
問
が
あ

る
こ
と
は
、
今
日
の
哲
学
者
と
同
様
の
謬
り
を
冒
し
て
、
仏
教
の
正

統
思
想
を
全
く
表
現
し
得
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

無
常
で
あ
る
の
は
、
客
観
界
に
存
在
す
る
自
然
物
で
は
な
く
し

て
、
心
の
中
に
生
滅
す
る
雑
念
や
妄
想
の
如
き
精
神
的
存
在
物
で
あ

っ
た
。
も
し
こ
れ
を
外
界
の
客
観
的
存
在
物
と
兄
倣
す
と
き
に
は
、

偶
文
の
後
半
と
の
梁
り
が
断
た
れ
て
、
寂
滅
と
は
一
体
何
を
意
味
す

る
の
か
ｒ
不
明
瞭
に
な
る
。
仏
教
で
い
う
寂
滅
は
、
精
神
現
象
と
し

、
、

て
キ
リ
ス
ト
教
の
転
回
に
も
相
当
す
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
偶
文
も

首
尾
一
貫
し
て
内
観
の
世
界
を
叙
述
し
た
も
の
と
見
な
く
て
は
な
ら

な
い
道
理
で
あ
る
。

因
み
県
諸
行
は
梢
神
現
象
で
あ
る
が
、
存
在
と
い
う
方
面
か
ら

い
え
ば
、
諸
法
と
い
う
語
に
置
き
換
え
て
も
よ
く
、
術
語
と
し
て
銃

訳
す
る
と
き
は
、
概
念
上
の
区
別
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
体
験
と
い

う
立
場
か
ら
見
れ
ば
同
一
事
態
に
他
な
ら
な
い
。
実
践
的
に
は
迩
義

内
容
が
全
く
同
じ
と
兄
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
。
華
厳
経
実
説
品

の
「
是
の
如
き
諸
法
一
切
皆
是
れ
思
惟
の
造
作
な
り
」
と
い
う
義
も

、
、
、
、

こ
の
意
味
に
解
せ
ら
れ
よ
う
。
大
乗
唯
識
の
心
外
無
法
に
依
ら
な
く

て
も
、
諸
行
も
諦
法
も
精
神
界
の
も
の
だ
と
い
う
基
礎
知
識
は
心
得

て
侭
く
べ
き
で
あ
る
。
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精
神
現
象
と
い
う
の
は
意
識
の
流
れ
で
、
次
か
ら
次
へ
と
生
じ
た

り
減
し
た
り
す
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
避
滅
無
常
の
法
と
い
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
か
く
見
た
場
合
に
、
諸
行
無
常
・
是
生
滅
法
の
意
義
が

正
し
く
把
握
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
生
滅
々
己
は
、
こ
の

よ
う
に
生
じ
た
り
減
し
た
り
す
る
こ
と
が
無
く
な
る
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
あ
り
、
そ
の
境
地
が
雑
念
・
妄
想
の
停
止
し
た
寂
滅
に
他
な

、
、
、

ら
な
い
。
一
・
善
男
子
よ
、
無
生
法
は
来
な
く
去
な
し
、
無
生
法
即
ち

仏
な
れ
ば
な
り
‐
一
と
般
若
経
法
尚
品
は
言
っ
て
い
る
。
こ
の
境
地
で

始
め
て
混
桑
の
楽
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
、
こ
の
偶
文
は
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。

通
途
の
解
釈
は
、
偶
の
前
半
が
自
然
現
象
、
後
半
が
精
神
現
象
で

あ
り
、
二
者
が
木
に
竹
を
繋
い
だ
如
く
で
、
一
貫
し
た
意
義
の
表
現

と
な
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
半
偶
の
た
め
に
身
を
投
げ
た
と
い
う
雪
山

童
子
の
意
中
が
図
り
知
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
。
ハ
ー
リ
語
の

原
文
に
よ
っ
て
見
る
と
、
訳
文
の
上
に
柳
か
問
魑
点
が
な
い
で
も
な

い
。、

「
渚
行
は
実
に
無
常
で
あ
り
、
生
と
減
と
の
法
あ
る
も
の
で
あ

．
・
り
、
生
じ
て
は
滅
す
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
〔
諸
行
〕
の
寂
滅

は
楽
で
あ
る
」

漢
訳
と
比
較
対
照
し
て
見
る
と
、
第
三
句
に
少
し
相
違
が
あ
っ

て
、
漢
訳
の
方
が
縁
起
の
思
想
を
若
実
に
表
現
し
得
て
い
る
こ
と
を

知
る
。
何
と
な
れ
ば
、
生
じ
た
も
の
が
滅
す
る
の
が
寂
滅
な
の
で
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
く
、
生
じ
た
り
減
し
た
り
す
る
こ
と
の
無
く
な
る
の
が
寂
滅
だ
か

ら
で
あ
る
。
精
神
統
一
を
し
て
坐
禅
入
定
の
体
験
が
あ
る
人
な
ら
ば

こ
の
辺
の
典
理
は
自
明
の
筈
で
あ
る
。

一
一
一

仏
教
で
は
、
心
の
外
側
に
あ
る
事
象
が
心
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ

て
か
ら
、
始
め
て
問
魑
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
受
」
と
か

「
取
」
と
か
「
集
」
と
か
い
う
の
で
あ
る
が
、
実
践
的
に
は
皆
同
じ

な
義
の
も
の
で
あ
る
。
己
れ
よ
り
離
れ
て
無
関
係
に
あ
る
存
在
は
、

そ
の
ま
＄
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
『
法
‐
一
と
い
う
の
も
、
心
の
中

に
思
い
漣
ぺ
ら
れ
た
限
り
の
も
の
を
い
う
の
で
、
．
切
法
」
と
い

う
場
合
も
側
断
で
あ
り
、
無
関
係
の
一
切
を
含
む
意
味
の
も
の
で
は

な
い
。
「
法
界
」
と
い
う
の
も
そ
の
人
の
心
の
中
の
世
界
で
あ
り
、

、
、
、
、

一
心
法
界
と
い
う
高
梁
が
鮫
も
端
的
に
そ
の
意
義
を
尽
し
て
い
る
。

一
心
の
成
仏
が
法
界
の
成
仏
だ
と
い
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
意
味
に
他
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な
ら
な
い
。
仏
教
は
、
一
人
が
成
仏
す
れ
ば
万
人
が
成
仏
す
る
な
ど

と
、
無
茶
な
観
念
論
を
展
開
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
法
を

心
の
外
に
見
て
来
た
従
来
の
解
釈
に
は
相
当
の
誤
解
が
あ
っ
た
よ
う

だ
。

「
有
為
法
」
に
し
て
も
〃
作
ら
れ
た
る
も
の
〃
と
い
う
義
で
あ
る

、
、
、

が
、
山
川
草
木
な
ど
自
然
界
の
事
象
を
有
為
法
に
見
立
て
た
旧
来
の

説
明
が
如
何
に
間
違
っ
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
蚊
早
繰
り
返
し
て
述

べ
る
ま
で
も
な
い
。
自
然
現
象
は
人
間
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
か

ら
、
有
為
法
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
仏
教
は
創
造
神
を
認
め
な

い
の
で
、
造
化
の
神
が
作
っ
た
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
が

、
、
、

作
り
上
げ
た
有
為
法
な
る
も
の
は
、
心
の
中
に
去
来
す
る
あ
れ
や
．

、
、
、

こ
れ
や
の
雑
念
妄
想
の
類
で
あ
る
。
遷
滅
無
常
と
い
う
有
為
法
の
実

態
は
、
す
べ
て
こ
れ
精
神
現
象
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。
。
切

の
有
為
法
を
行
と
名
づ
く
」
と
い
う
『
仏
性
諭
』
や
「
賑
妄
分
別
を

有
為
と
名
づ
け
、
二
取
の
空
な
る
の
性
を
無
為
と
名
づ
く
」
と
い
う

『
弁
中
辺
論
』
の
言
葉
を
深
く
味
読
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
「
一
切

の
法
は
皆
心
よ
り
起
り
、
妄
念
よ
り
生
ず
る
を
以
て
な
り
」
と
い
う

『
大
乗
起
信
論
』
も
、
叙
上
の
論
証
に
よ
き
示
唆
を
与
え
る
も
の
と

し
て
参
考
に
な
る
と
思
う
。

尚
、
縁
起
に
つ
い
て
般
後
に
補
説
し
て
置
き
た
い
こ
と
は
、
凡
夫

の
精
神
生
活
は
全
く
「
依
他
性
」
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、

依
他
性
と
は
縁
起
の
謂
で
あ
る
が
、
他
に
依
存
し
て
成
り
立
つ
精
神

生
活
は
、
環
境
に
押
し
流
さ
れ
て
主
体
性
を
滅
却
し
た
俗
物
の
生
活

態
度
で
あ
る
。
「
受
の
滅
に
よ
る
無
相
の
心
三
昧
」
と
『
長
部
阿
含

経
』
に
あ
る
よ
う
に
、
受
容
す
べ
き
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
を
弁

別
し
て
、
精
神
衛
生
の
基
盤
を
心
中
に
確
立
す
る
の
は
、
無
上
等
正

、
、
、

党
と
い
わ
れ
る
般
若
智
に
如
く
は
な
い
。

さ
れ
ば
、
縁
起
の
世
界
と
は
凡
夫
的
境
界
の
こ
と
で
あ
り
、
仏
の

境
地
は
縁
起
の
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
依
他
性

の
精
神
生
活
を
脱
却
し
て
「
己
れ
こ
そ
己
れ
の
主
で
あ
る
」
境
地
を

独
得
し
、
「
自
ら
を
灯
明
と
し
自
ら
を
依
処
と
し
て
住
す
る
」
こ
と

、
、

が
出
来
れ
ば
倖
せ
な
る
哉
で
あ
る
。
縁
起
を
超
出
し
た
と
き
に
真
如

が
逮
得
さ
れ
る
が
、
悟
っ
て
も
迷
っ
て
も
仏
教
学
者
の
い
う
自
然
界

の
相
依
相
関
の
関
係
は
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。
忠
実
に
内
観
の

行
を
修
す
る
な
ら
ば
、
縁
起
の
理
は
体
験
に
よ
っ
て
釈
然
と
す
る
に

相
違
な
い
の
で
あ
る
。
（
四
三
・
一
・
一
こ
．
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