
一
建
治
四
年
（
正
月
か
ら
二
月
ま
で
）

身
延
へ
入
山
さ
れ
て
か
ら
五
年
目
、
建
治
四
年
（
一
二
七
八
）
は
、
二
月
二
十
九
日
に
「
弘
安
」
と
改
元
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
は
正

月
か
ら
建
仁
寺
が
焼
失
し
た
り
、
五
月
に
は
叡
山
の
僧
徒
が
、
三
井
寺
の
長
吏
隆
辨
の
鹿
谷
坊
に
火
を
放
つ
な
ど
の
事
件
が
起
き
、
叉
一

方
世
間
で
は
疫
病
が
流
行
し
て
犠
牲
者
が
続
出
し
、
改
元
の
一
因
と
な
る
な
ど
、
仏
教
界
も
世
間
も
共
に
波
乱
の
多
い
一
年
で
あ
っ
た
。

西
谷
に
お
い
て
五
十
七
才
を
迎
え
た
宗
祖
は
、
身
延
在
山
九
年
間
の
ち
ょ
う
ど
中
期
に
当
っ
て
い
る
。
こ
の
年
は
『
実
相
寺
御
書
』
を

始
め
と
し
て
、
五
十
六
筋
の
執
筆
が
あ
り
、
在
山
中
で
岐
も
、
落
付
い
て
筆
を
執
ら
れ
た
一
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
ず
正
月

十
六
日
付
の
『
実
相
寺
御
書
』
は
、
「
駿
河
国
実
相
寺
豊
前
公
御
房
御
返
事
」
と
あ
る
如
く
、
日
源
へ
宛
て
出
さ
れ
た
消
息
文
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
実
相
寺
の
住
侶
で
尾
張
阿
闇
梨
と
云
う
者
が
、
『
法
華
玄
義
』
第
四
巻
に
浬
藥
経
の
文
を
引
用
し
、
「
以
二
小
乗
一
破
二
、

大
乗
一
、
以
二
大
乗
一
破
二
小
乗
一
盲
目
因
也
」
と
曲
釈
し
た
こ
と
に
つ
い
て
反
論
し
、
「
先
以
レ
実
破
レ
権
絶
二
権
執
一
入
し
実
者
釈
迦
・
多
宝
．

①

十
方
諸
仏
常
儀
也
」
と
述
べ
、
彼
の
言
の
如
く
実
教
を
も
っ
て
権
教
を
破
す
る
者
は
、
盲
目
で
あ
る
と
な
す
な
ら
ば
、
釈
尊
を
始
め
、
天

台
・
伝
教
も
皆
盲
目
の
人
と
云
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
反
詰
し
て
い
る
。
又
実
相
寺
の
支
院
た
る
四
十
九
院
の
人
々
が
、
宗
祖
の
説

に
帰
し
た
こ
と
を
怒
っ
た
同
寺
の
別
当
等
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
、
岩
本
周
辺
で
は
、
宗
祖
の
説
に
従
う
者
と
、
こ
れ
を
阻

身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人

ｌ
弘
安
元
年
を
中
心
と
し
て
Ｉ上

田
本
昌

（”）



②

止
し
よ
う
と
す
る
実
相
寺
の
一
派
と
が
、
次
第
に
抗
争
を
激
し
く
し
て
行
っ
た
様
子
を
こ
の
一
文
か
ら
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

駿
河
特
に
富
士
の
周
辺
に
は
、
上
野
・
松
野
・
西
山
・
高
橋
等
有
力
な
檀
越
が
、
次
第
に
活
発
な
信
行
を
進
め
、
教
団
と
し
て
の
組
織

も
基
盤
が
築
か
れ
て
行
き
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
例
し
て
一
方
で
は
隣
接
の
真
言
宗
滝
泉
寺
の
学
僧
ら
に
刺
激
を
与
え
て

行
く
結
果
と
な
り
、
や
が
て
一
年
後
に
起
る
八
加
島
熱
原
法
難
Ｖ
へ
の
、
導
火
線
と
し
て
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
「
日
本
国
の
人
に
は
に
く
ま
れ
候
ぬ
。
ゑ
ち
ふ
み
わ
く
る
人
も
候
は
ぬ
に
、
を
も
い
も
よ
ら
せ
給
ひ
て
の
御
心
ざ
し
、

③

石
の
中
の
火
の
ご
と
し
。
火
の
中
の
蓮
の
ご
と
し
。
あ
り
が
た
し
、
あ
り
が
た
し
。
恐
を
。
」
こ
れ
は
正
月
二
十
一
日
付
の
松
野
尼
御
前

に
宛
た
御
返
事
で
あ
る
が
、
さ
す
が
正
月
頃
と
も
な
る
と
寒
風
豪
雪
に
は
ば
ま
れ
、
訪
れ
る
人
も
希
れ
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
日
本

国
の
人
」
に
は
に
く
ま
れ
て
、
山
中
で
の
孤
独
感
を
味
っ
て
い
る
と
云
う
人
間
的
一
面
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
後
に
五
月
、
長
雨
の
統
い
た

’

一ノ

次
に
正
月
二
十
五
日
に
は
、
四
条
金
吾
に
宛
た
書
簡
が
あ
る
。
「
法
華
経
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
仏
に
な
る
道
な
か
り
け
る
か
」
と
あ
り
、
主

君
江
馬
と
の
間
の
勘
気
も
と
け
て
、
再
び
出
仕
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
悦
ぶ
と
同
時
に
、
一
層
身
辺
に
気
を
配
っ
て
注
意
す
る
よ

⑤

う
、
細
か
な
点
に
至
る
ま
で
指
示
を
与
え
て
い
る
。
西
谷
に
在
り
な
が
ら
、
鎌
倉
の
槽
越
の
行
動
に
つ
い
て
、
詳
細
に
わ
た
る
身
の
処
し

方
の
教
示
に
、
異
常
な
ま
で
の
師
弟
愛
が
溢
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
月
に
入
っ
て
十
三
日
に
は
、
『
松
野
殿
御
返
事
』
が
あ
る
。
「
種
々
物
送
給
候
畢
。
山
中
の
す
ま
ゐ
思
泄
せ
給
ふ
て
、
雪
の
中
ふ
み

⑥

分
け
て
御
訪
ひ
候
事
、
御
志
定
め
て
法
華
経
十
羅
刹
も
知
食
し
候
覧
。
」
西
谷
の
一
月
・
二
月
は
、
雪
も
深
く
閑
寂
と
し
た
日
灸
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
去
年
の
春
よ
り
今
年
の
二
月
中
旬
ま
で
疫
病
国
に
充
満
す
。
十
家
に
五
家
、
百
家
に
五
十
家
、
皆
や
み
死
し
、

或
は
身
は
や
ま
ね
ど
も
心
は
大
苦
に
値
へ
り
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
如
く
、
流
行
病
に
見
舞
わ
れ
、
国
内
は
混
乱
し
て
い
た
よ
う

時
も
同
様
の
状
態
で
あ
っ
た
。

次
に
正
月
二
十
五
日
に
は
、
四
鈴

君
江
馬
と
の
間
の
勘
気
も
と
け
て
、
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で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
『
立
正
安
国
論
』
で
記
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
国
主
が
用
い
な
い
た
め
、
「
此
国
既
に
誇
法
と
成
り
い
」

⑦

と
説
き
、
勧
持
品
の
「
経
文
か
た
が
た
符
合
し
候
了
ん
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
疫
病
を
法
華
経
の
行
者
を
軽
し
め
、
誇
法
を
犯
し
た

罪
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
祖
に
と
っ
て
八
経
文
符
合
Ｖ
は
、
「
行
者
」
と
し
て
叉
「
末
法
の
導
師
」
と
し
て
の

不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ
た
と
ぶ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑥

二
月
二
十
三
日
に
は
『
三
沢
紗
』
が
著
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
駿
河
の
三
沢
小
次
郎
が
柑
子
・
昆
布
・
海
苔
・
於
胡
な
ど
の
食
糧
品
を

届
け
た
の
と
、
内
房
の
尼
か
ら
小
袖
が
送
ら
れ
て
来
た
こ
と
に
対
す
る
礼
状
で
あ
る
が
、
法
門
の
解
説
が
主
文
を
な
し
て
い
る
。
中
で
も

⑨

「
又
法
門
の
事
は
佐
渡
の
国
へ
な
が
さ
れ
候
し
已
前
の
法
門
は
、
た
だ
仏
の
爾
前
の
経
と
を
ぽ
し
め
せ
。
」
と
あ
り
、
宗
祖
一
代
の
法
門

に
つ
い
て
佐
前
と
佐
後
に
分
け
、
佐
前
を
も
っ
て
仏
一
代
の
説
法
に
お
け
る
爾
前
迩
門
と
同
様
で
あ
る
と
し
、
佐
後
の
法
門
を
も
っ
て
本

門
正
宗
分
に
比
す
る
の
で
あ
り
、
佐
後
の
法
門
を
最
も
重
要
視
す
る
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
『
高
祖
年
譜
』
に
よ
る
と
、
三
月
十
九

⑩

日
か
ら
、
五
月
に
か
け
て
講
莚
を
開
き
、
弟
子
の
日
向
が
こ
れ
を
筆
録
し
て
、
『
日
向
記
』
が
で
き
上
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
「
又
う
つ

ぶ
さ
の
御
事
は
御
と
し
よ
ら
せ
給
ひ
て
御
わ
た
り
あ
り
し
、
痛
し
く
を
も
ひ
ま
い
ら
せ
候
し
か
ど
も
、
氏
神
へ
参
り
て
あ
る
つ
い
で
と
候

⑪

し
か
ば
、
見
参
に
入
る
な
ら
ば
定
め
て
罪
ふ
か
か
る
べ
し
」
と
あ
っ
て
、
内
房
の
尼
が
、
尼
の
身
で
あ
り
な
が
ら
神
（
所
従
）
を
先
き
に

し
、
法
華
経
（
主
君
）
を
後
の
つ
い
で
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
切
角
で
は
あ
っ
た
が
見
参
せ
ず
に
か
え
し
た
こ
と
を
述
べ
、
信
仰
に
お

け
る
筋
道
を
正
し
た
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
こ
の
尼
の
他
に
も
下
部
の
温
泉
の
「
つ
い
で
」
と
云
っ
て
来
た
者
た
ち
も
、
皆
追
返

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
す
で
に
下
部
の
温
泉
の
八
つ
い
で
参
り
Ｖ
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
興
味
深
い
。
宗
祖
は
信
仰

に
お
け
る
本
末
顛
倒
を
厳
し
く
誠
ま
し
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
、
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
僧
尼
の
身

で
あ
り
な
が
ら
、
先
ず
下
部
の
温
泉
に
ひ
た
っ
て
、
翌
日
身
延
詣
を
な
す
が
如
き
は
、
「
定
め
て
罪
ふ
か
か
る
べ
し
」
で
あ
り
、
宗
祖
の

（54）



訓
誠
に
反
す
る
輩
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。

一
百
後
の
一
千
五
日
に
は
、
上
野
殿
か
ら
、
ぃ
蹴
蹴
や
串
柿
・
焼
米
・
栗
・
た
か
ん
な
（
筍
）
・
す
づ
っ
（
酢
間
）
等
が
送
ら
れ
て
来
て

い
る
。
そ
の
礼
状
に
阿
育
大
王
の
故
事
を
挙
げ
て
、
法
華
経
供
養
の
功
徳
を
述
べ
て
い
る
。
「
抑
も
今
の
時
、
法
華
経
を
信
ず
る
人
あ
り
。

或
は
火
の
ご
と
く
信
ず
る
人
も
あ
り
。
或
は
水
の
ご
と
く
信
ず
る
人
も
あ
り
。
聴
聞
す
る
時
は
燃
立
つ
ば
か
り
を
も
へ
ど
も
、
と
を
ざ
か

り
ぬ
れ
ぱ
す
つ
る
心
あ
り
ｏ
水
の
ご
と
く
と
申
す
は
い
つ
も
た
い
せ
ず
信
ず
る
也
。
此
は
い
か
な
る
時
も
つ
ね
に
た
い
せ
ず
と
わ
せ
給
へ

⑫

ぱ
、
水
の
ご
と
く
信
ぜ
さ
せ
給
へ
る
欧
。
た
う
と
し
た
う
と
し
。
」
と
信
仰
に
お
け
る
火
と
水
の
信
を
挙
げ
、
一
時
的
火
の
信
よ
り
も
、

常
に
退
せ
ず
持
続
す
る
水
の
信
を
勧
め
て
い
る
。
身
延
に
お
け
る
晩
年
の
宗
祖
は
、
全
く
自
身
が
こ
う
し
た
八
水
の
信
Ｖ
を
持
続
し
、
門

下
に
対
し
て
も
そ
の
範
を
示
さ
れ
た
も
の
と
云
え
よ
う
。
身
延
入
山
以
前
の
宗
祖
は
、
特
に
佐
渡
時
代
以
前
に
あ
っ
て
は
、
折
伏
逆
化
の

火
を
燃
え
立
た
せ
、
誇
法
の
徒
に
対
し
て
猛
火
を
浴
び
せ
て
来
た
が
、
西
谷
に
在
っ
て
は
、
ひ
た
す
ら
八
水
の
信
Ｖ
を
満
々
と
た
ぎ
ら
せ

専
ら
文
筆
に
よ
る
教
化
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

二
月
二
十
八
日
に
は
、
富
木
殿
か
ら
悲
母
三
回
忌
の
御
供
養
と
し
て
、
青
鳧
七
結
が
送
ら
れ
て
来
た
。
こ
れ
に
対
し
『
始
聞
仏
乗
義
』

を
著
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
抄
は
章
安
大
師
が
円
頓
止
観
に
つ
い
て
論
じ
た
『
止
観
明
静
前
代
未
聞
』
に
つ
い
て
述
べ
、
法
華

ノ
カ
ハ

ヲ

ノ
・
雫
、
ス
ル
ニ
モ

セ
ン

経
に
よ
る
即
身
成
仏
説
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
末
文
に
「
末
代
凡
夫
聞
二
此
法
門
一
唯
我
一
人
非
二
成
仏
一
、
父
母
叉
即
身
成
仏
。
此
第

ノ
⑬

一
孝
養
也
ｏ
」
と
あ
っ
て
、
法
華
の
法
門
に
よ
る
こ
と
が
、
わ
が
身
に
と
っ
て
も
、
孝
養
を
な
す
上
に
も
第
一
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。

た
る

画
一

ナ
ラ

シ
ス

又
そ
の
あ
と
に
「
為
二
病
身
一
之
故
不
二
委
細
一
。
又
々
可
し
申
。
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
頃
宗
祖
は
病
身
で
あ
り
、
思
う
よ
う
に
筆
を
執
る
こ

と
が
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
身
延
入
山
当
初
の
宗
祖
は
、
健
康
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
病
を
発
し
て
、
こ
の
頃
か
ら
病
の
た
め
に

床
へ
着
か
れ
る
機
会
が
、
増
え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
又
世
間
一
般
で
も
こ
の
頃
、
し
き
り
に
疫
病
が
続
き
、
こ
の
一
抄
の
著
さ
れ
た

（”）



⑭

翌
日
（
二
十
九
日
）
に
は
、
つ
い
に
八
弘
安
Ｖ
と
改
元
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
弘
安
元
年
の
春
（
三
月
か
ら
四
月
ま
で
）

か
く
し
て
建
治
四
年
二
月
二
十
九
日
に
、
弘
安
元
年
と
改
元
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
頃
宗
祖
は
『
立
正
安
国
論
』
の
八
広
本
Ｖ
を
書
き

遺
さ
れ
て
い
る
。
「
沙
門
日
蓮
勘
」
と
著
名
さ
れ
て
お
り
、
真
蹟
は
京
都
本
国
寺
に
あ
り
、
古
来
「
本
国
寺
本
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
西

谷
で
は
安
国
論
の
講
義
も
叉
併
せ
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ノ
ー
チ
【
一
ム
ル

さ
て
、
弘
安
元
年
三
月
廿
一
日
付
で
『
諸
人
御
返
事
』
が
あ
る
。
真
蹟
三
紙
の
短
文
で
あ
る
が
、
「
日
蓮
一
生
之
間
祈
請
竝
所
願
忽
令
二

七
⑮

成
就
一
欺
。
」
と
あ
り
、
真
言
・
禅
等
の
諸
宗
ら
と
公
場
対
決
が
開
か
れ
そ
う
な
情
報
が
到
来
し
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
安
国
論
以
来
、

宗
祖
に
と
っ
て
公
場
で
の
対
決
は
、
一
生
の
念
願
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
た
情
報
に
は
大
い
に
悦
ば
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
月
十
九

日
の
使
者
が
二
十
一
日
に
こ
の
知
ら
せ
を
持
っ
て
身
延
へ
到
着
し
て
い
る
。
そ
の
当
時
、
鎌
倉
か
ら
身
延
ま
で
を
三
日
間
で
走
る
に
は
、

余
程
の
急
用
で
あ
り
璽
要
な
意
味
を
持
っ
た
便
り
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
身
延
へ
入
山
さ
れ
た
と
は
い
え
、
機
会
あ
ら
ぱ
公
場
で
の

対
決
に
、
「
是
非
ヲ
決
ス
ル
」
た
め
、
い
つ
で
も
弟
子
を
代
理
と
し
て
指
し
向
け
る
用
意
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
む
し
ろ
こ
の
機
の

カ
ン

ソ

熟
す
る
の
を
待
ち
、
期
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
．
閻
浮
提
皆
仰
二
此
法
門
一
」
日
の
来
る
こ
と
を
目
し

身
は
山
中
に
在
れ
ど
も
、
常
に
此
の
大
志
を
抱
か
れ
て
い
た
こ
と
に
は
、
変
り
の
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

又
こ
の
同
じ
日
に
三
位
阿
闇
梨
御
房
に
宛
た
『
教
行
証
御
書
』
が
あ
る
。
こ
の
書
は
三
位
房
が
公
場
対
決
に
向
う
場
合
の
注
意
す
べ
き

事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
。
法
門
の
内
容
か
ら
始
り
、
終
り
に
は
身
口
意
に
わ
た
っ
て
謹
し
む
べ
き
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
は

宗
祖
に
代
っ
て
公
場
対
決
に
向
う
三
位
房
に
対
し
、
詳
細
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
日
蓮
が
弟
子
等
は
憶
病
に
て
は

⑯
テ
ソ

不
し
可
レ
叶
」
と
云
う
激
励
も
見
ら
れ
、
更
に
「
い
か
な
る
主
上
女
院
の
御
意
た
り
と
云
へ
ど
も
、
出
二
山
内
一
諸
宗
の
学
者
に
法
門
あ
る
く
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か
ら
ざ
る
由
仰
せ
候
」
と
あ
る
の
を
見
て
も
わ
か
る
如
く
、
宗
祖
自
身
は
山
を
下
る
こ
と
を
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
弟
子
に
宗
論
を
行
わ
せ

し
め
る
つ
も
り
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
旦
入
山
し
た
か
ら
に
は
一
定
期
間
の
来
る
ま
で
は
、
決
し
て
山
を
下
ら
な
い
と
す
る
決
意
の

堅
固
さ
が
窺
え
る
。
こ
の
点
は
『
報
恩
抄
』
に
お
け
る
道
善
房
遷
化
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
教
・
行
・
証
の
三
に
つ
い
て
法
華
経
と
諸

経
と
を
比
較
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
宗
論
を
前
提
と
し
た
筆
の
運
び
と
な
っ
て
い
る
。

四
月
に
入
る
と
一
日
に
富
士
上
野
の
南
条
七
郎
次
郎
時
光
か
ら
、
白
米
一
斗
・
い
も
一
駄
・
こ
ん
に
ゃ
く
五
枚
等
の
食
糧
品
が
届
け
ら

⑰

れ
て
い
る
。
そ
の
御
礼
状
に
よ
る
と
、
「
石
河
の
兵
衛
入
道
殿
の
ひ
め
御
前
」
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
姫
に
つ
い
て
は
異
説

も
多
い
が
、
富
士
重
須
の
地
頭
で
あ
っ
た
石
川
孫
三
郎
源
能
忠
の
父
の
姫
で
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
姫
が
病
弱
に
し
て
臨

⑱

終
に
当
り
、
唱
題
し
た
こ
と
を
賞
し
更
に
「
今
、
末
法
に
入
り
ぬ
れ
ば
余
経
も
法
華
経
も
せ
ん
な
し
。
但
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
る
べ
し
。
」

と
あ
っ
て
、
八
唱
題
正
行
Ｖ
を
主
張
し
て
い
る
。
た
だ
余
経
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
と
し
て
も
、
法
華
経
に
つ
い
て
も
「
詮
な
し
」
と

さ
れ
た
の
は
、
妙
法
五
字
を
も
っ
て
法
華
経
の
肝
心
と
な
し
、
八
一
大
秘
法
Ｖ
と
し
、
究
極
の
法
門
と
し
て
扱
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当

然
と
も
考
え
ら
れ
う
る
。
し
か
し
、
宗
祖
の
本
志
と
し
て
は
、
八
助
行
Ｖ
と
し
て
の
法
華
経
読
謂
を
、
全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は

⑲

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
『
開
目
抄
』
に
も
寿
熾
品
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
西
谷
に
在
っ
て
も
常
に
宗
祖
自
身
が
、
八
法
華
経
一

部
Ｖ
を
読
諦
・
解
説
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
肯
け
よ
う
し
、
更
に
こ
の
御
書
は
姫
が
平
素
病
弱
で
あ
っ
た
の
で
臨
終
に
際
し
、
ひ

た
す
ら
八
唱
題
正
行
Ｖ
の
み
を
も
っ
て
、
他
を
一
応
「
詮
な
し
」
と
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
祖
文
か
ら
直
に
八
助
行
Ｖ
の
法

華
経
読
調
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
早
計
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
月
十
一
日
に
は
『
檀
越
某
御
返
事
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
真
蹟
四
紙
で
あ
る
が
誰
れ
に
宛
た
御
書
か
判
然
と
し
な
い
。
古
来
四
条
金

吾
宛
の
書
簡
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
真
蹟
に
は
宛
名
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
。
此
の
頃
又
八
日
蓮
流
罪
Ｖ
の
噂
が
流
れ
、
こ
れ
を
身
延
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⑳

へ
知
ら
せ
て
よ
こ
し
た
文
の
御
返
事
で
あ
る
。
「
も
し
そ
の
儀
候
わ
ぱ
、
用
ひ
て
候
は
ん
に
は
百
千
万
億
倍
の
さ
い
わ
い
な
り
。
」
と
泰

然
と
し
た
態
度
で
こ
れ
を
受
け
流
し
て
い
る
。
過
去
の
八
色
読
Ｖ
に
照
し
て
、
諸
天
の
守
護
に
確
信
を
持
ち
、
八
法
華
経
を
行
ず
る
者
Ｖ

と
し
て
の
絶
対
的
信
に
根
ざ
し
た
者
の
言
葉
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
更
に
「
御
象
や
づ
か
い
（
仕
官
）
を
法
華
経
と
を
ぼ
し

め
せ
」
と
述
べ
、
八
行
者
Ｖ
の
諸
作
即
法
華
経
の
修
行
な
り
と
承
な
し
て
い
る
。

こ
の
頃
、
是
日
尼
の
入
道
が
来
て
、
一
か
月
に
わ
た
り
「
菜
を
摘
み
、
水
汲
み
、
薪
こ
り
」
を
し
給
仕
奉
公
し
た
こ
と
が
『
是
日
尼
御

、

書
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
此
の
書
は
真
蹟
二
紙
の
断
片
で
あ
る
た
め
、
前
半
が
伝
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
全
編
を
通
し
て
の
趣
意
は
つ
か

め
難
い
が
、
「
さ
ど
の
国
よ
り
此
甲
州
ま
で
入
道
の
来
り
た
り
し
か
ば
」
と
あ
る
の
で
、
佐
渡
の
住
人
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。

続
い
て
四
月
二
十
三
日
に
は
、
太
田
左
衛
門
尉
が
十
八
日
付
で
発
し
た
書
状
が
到
着
し
て
い
る
。
こ
の
書
状
に
は
御
布
施
と
し
て
「
鳥
目

あ
ふ
ざ

十
貫
文
・
太
刀
一
・
五
明
一
本
・
焼
香
廿
両
」
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
乗
明
が
五
十
七
才
で
「
大
危
の
年
欺
」
と
考
え
ら
れ
、
身
心
に

苦
労
の
多
い
と
こ
ろ
か
ら
、
除
災
の
た
め
の
祈
願
を
こ
め
た
御
布
施
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
迩
両
門
の
肝
心
た
る
方
便
・
寿
量
の

⑳

へ
ヘ
チ
サ
ヲ

ニ
品
を
書
写
さ
れ
て
「
相
構
相
構
不
レ
離
二
御
身
一
重
ね
つ
つ
み
て
御
所
持
可
し
有
者
也
」
と
八
御
守
Ｖ
に
つ
か
わ
さ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場

合
は
法
華
経
の
肝
要
な
る
こ
と
を
特
に
強
張
し
て
お
り
、
先
の
四
月
一
日
付
で
記
さ
れ
た
石
河
兵
衛
入
道
殿
の
ひ
め
御
前
に
示
さ
れ
た

「
法
華
経
も
詮
な
し
」
と
云
う
文
と
比
較
し
て
見
る
時
、
極
め
て
対
照
的
な
御
書
と
云
え
よ
う
。

次
に
、
同
じ
く
四
月
の
作
と
し
て
清
澄
の
浄
顕
・
義
浄
の
二
房
に
宛
た
『
華
果
成
就
御
書
』
が
あ
る
。
道
善
房
の
遷
化
に
際
し
、
先
に

『
報
恩
抄
』
二
巻
が
送
ら
れ
て
い
る
が
、
此
の
書
は
そ
の
三
回
忌
菩
提
の
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
、
記
さ
れ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
「
日

⑳

蓮
が
法
華
経
を
弘
む
る
功
徳
は
必
ず
道
善
房
の
身
に
帰
す
べ
し
」
と
あ
る
如
く
、
旧
師
に
対
す
る
追
善
回
向
の
念
を
持
っ
て
、
筆
を
執
ら

れ
て
い
る
。
浄
顕
・
義
浄
の
両
名
は
、
清
澄
に
お
け
る
旧
知
の
理
解
者
で
あ
り
、
忘
れ
る
事
の
で
き
な
い
人
々
で
あ
っ
た
。
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三
弘
安
元
年
の
初
夏
（
五
月
か
ら
六
月
ま
で
）

五
月
に
入
る
と
先
ず
一
日
付
で
妙
法
尼
へ
の
御
返
事
が
、
又
三
日
付
で
窪
尼
へ
の
御
返
事
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。
妙
法
尼
か
ら
は

干
飯
一
斗
・
古
酒
一
筒
・
ち
ま
き
・
あ
う
ざ
し
（
青
妙
）
・
た
か
ん
な
（
筍
）
等
の
御
供
養
が
あ
り
、
窪
尼
か
ら
は
綜
五
把
・
箏
十
本
・

さ
け

千
日
ひ
と
つ
つ
等
の
そ
れ
ぞ
れ
季
節
に
因
ん
だ
御
供
謎
の
品
が
届
け
ら
れ
た
の
に
対
す
る
御
礼
状
で
あ
る
。
妙
法
尼
と
窪
尼
と
は
共
に
詳

し
い
伝
記
が
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
窪
尼
の
場
合
は
松
野
六
郎
左
衛
門
の
妻
で
、
持
妙
尼
の
こ
と
だ
と
云
わ
れ
、
又
一
説
に
は
西
山
の
大

内
氏
の
妻
で
あ
ろ
う
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
窪
と
云
う
の
は
そ
の
地
名
を
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
窪
尼
宛
の
書
簡
の
中

⑳
⑮

に
「
あ
つ
わ
ら
の
事
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
『
録
外
考
文
』
に
よ
る
と
「
弘
安
元
年
五
月
三
日
書
」
と
あ
る
が
、
八
熱
原
法
難
Ｖ
の

一
件
を
指
す
も
の
と
す
れ
ば
、
弘
安
三
年
の
執
筆
と
云
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
尚
、
佐
渡
に
あ
っ
て
も
「
虚
御
教
書
」
に
よ
っ
て
迫
害
を
受

け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

さ
て
、
此
の
頃
は
身
延
も
五
月
雨
が
毎
日
降
り
続
い
た
よ
う
で
あ
る
。
窪
尼
宛
の
御
書
に
も
又
五
月
廿
二
日
付
の
『
雨
森
御
書
』
の
中

⑳

に
も
、
山
中
の
長
雨
に
つ
い
て
「
つ
れ
づ
れ
申
す
ば
か
り
候
は
ず
」
と
あ
る
。
西
谷
の
山
深
く
路
し
げ
き
中
に
在
っ
て
、
雨
森
の
草
庵
に

読
諦
・
解
説
・
書
写
の
明
け
暮
れ
と
、
檀
越
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
届
け
物
に
対
す
る
御
礼
を
こ
め
た
教
化
の
御
書
が
、
書
き
続
け
ら
れ
て
い

こ
め
ノ
ク
シ
シ

っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
五
月
廿
四
日
に
は
、
南
条
殿
女
房
か
ら
「
八
木
二
俵
」
が
送
ら
れ
て
来
た
。
「
度
々
御
志
難
二
申
尽
一
候
」
と
あ
る

＠

の
で
、
南
条
氏
の
御
供
養
に
つ
い
て
の
頻
度
が
わ
か
る
。
又
こ
の
頃
、
兵
衛
志
殿
に
宛
ら
れ
た
御
返
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
真
蹟
七

紙
で
あ
る
が
前
半
の
諸
所
に
欠
文
が
あ
る
が
、
銭
十
余
連
と
其
の
他
の
品
物
を
農
事
の
多
忙
な
時
季
に
送
っ
て
よ
こ
し
た
こ
と
に
関
す
る

御
礼
状
で
あ
る
。
供
養
の
功
徳
を
、
徳
勝
童
子
の
故
事
に
よ
せ
て
説
き
、
更
に
兄
弟
共
に
仲
よ
く
親
子
三
人
法
華
経
に
帰
依
し
、
親
類
ま

で
も
救
う
人
と
な
っ
た
こ
と
を
賞
し
て
い
る
。
池
上
親
子
・
兄
弟
が
一
時
信
仰
上
の
問
題
で
対
立
し
た
が
、
最
後
は
円
満
に
解
決
し
た
こ

（”）



と
を
悦
ん
で
い
る
。
そ
の
末
文
に
「
此
事
は
一
代
聖
教
を
引
い
て
百
千
ま
い
に
か
く
と
も
、
つ
く
べ
し
と
は
を
も
は
ね
ど
も
、
や
せ
や
ま

⑳

い
と
申
し
、
身
も
く
る
し
く
候
へ
ば
、
事
を
申
さ
ず
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
八
や
せ
病
Ｖ
に
か
か
り
身
も
苦
し
い
状
態
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
思
う
に
五
月
雨
の
連
日
注
ぐ
山
中
に
あ
っ
て
西
谷
の
湿
気
が
多
い
庵
室
で
の
生
活
に
は
、
病
身
の
回
復
も
叉
円
時
を
要

し
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
病
身
を
押
し
て
筆
を
執
ら
れ
、
檀
越
の
身
の
上
を
案
じ
ら
れ
た
宗
祖
の
心
中
を
察
す
る
時
、
慈
愛
の
深

ニ
テ
ヲ
フ
ニ

シ
上
〈
ル
ノ
ナ
ル

リ

六
月
三
日
付
の
『
阿
仏
房
御
返
事
』
に
も
、
「
既
受
レ
生
齢
及
二
六
旬
一
。
老
又
無
し
疑
。
只
所
レ
残
病
死
二
句
而
已
。
然
而
自
二
正
月
一
至
二

キ
ヒ
⑳

的
一

Ａ
君
＆
、

今
月
六
月
一
日
一
連
連
此
病
無
し
息
。
死
事
無
し
疑
者
欺
。
」
と
あ
っ
て
、
止
む
こ
と
の
な
き
此
の
病
に
死
の
疑
い
を
抱
く
ま
で
に
至
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
佐
渡
の
雪
深
き
島
か
ら
引
き
続
い
て
山
深
き
身
延
に
入
ら
れ
た
宗
祖
の
身
の
上
に
、
健
康
上
の
変
化
が
現
れ
出
し
て
来
た

の
で
あ
る
。
此
の
年
は
又
一
般
世
間
で
も
疫
病
が
流
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
六
月
二
十
五
日
付
の
『
日
女
御
前
御
返
事
』
に
よ
る
と

⑳

ヌ
ル

マ
Ｕ
〃

「
今
日
本
国
の
者
去
年
今
年
の
疫
病
と
、
去
正
嘉
の
疫
病
と
は
人
王
始
て
九
十
余
代
に
竝
び
な
き
疫
病
也
。
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
知
れ
る
。

日
女
御
前
は
建
治
三
年
八
月
に
も
、
本
尊
供
養
の
た
め
の
奉
納
が
あ
っ
た
が
、
今
回
は
法
華
経
供
誰
と
し
て
御
布
施
七
貫
文
が
送
ら
れ
て

、

来
て
い
る
。
「
此
功
徳
を
も
て
る
人
一
閻
浮
提
の
内
に
有
る
べ
し
や
」
と
賞
し
て
い
る
。

そ
の
翌
二
十
六
日
に
は
『
富
木
入
道
殿
御
返
事
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
四
条
金
吾
に
た
く
し
て
富
木
・
太
田
の
両
入
道
が
施
物

を
送
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
返
信
で
あ
る
が
、
主
文
は
当
時
流
行
の
疫
病
（
身
の
病
）
を
と
り
あ
げ
、
身
の
病
よ
り
も
心
の
病
を
取
り
の

ぞ
く
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
更
に
法
華
経
の
本
迩
二
門
に
つ
い
て
相
違
を
論
じ
「
例
せ
ぱ
爾
前
と
法
華
経
と
の
遠
目
よ
り
も

、

猶
相
違
あ
り
」
と
し
、
本
迩
相
対
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
や
が
て
天
台
の
迩
門
中
心
に
よ
る
八
理
の
一
念
三
千
Ｖ
と
、
宗
祖
の
本
門
を

中
心
と
す
る
八
事
の
一
念
三
千
Ｖ
と
の
相
違
に
つ
な
が
り
、
「
天
地
は
る
か
に
殊
也
」
と
云
う
末
文
へ
の
導
入
と
な
っ
て
い
る
。
教
え
が

さ
を
感
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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翌
二
十
七
日
に
は
窪
尼
か
ら
種
を
の
御
供
養
が
あ
っ
た
。
此
の
人
は
先
に
（
五
月
）
も
御
供
養
の
品
を
届
け
て
来
て
い
る
が
、
御
書
の

中
で
は
弘
安
年
中
に
入
っ
て
か
ら
登
場
し
て
来
る
人
で
あ
る
。
「
御
信
心
の
ね
（
根
）
の
ふ
か
く
、
い
さ
ぎ
よ
き
玉
の
心
の
う
ち
に
わ
た

⑮

ら
せ
給
ふ
欺
・
た
う
と
し
た
う
と
し
」
と
あ
る
の
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
篤
信
の
尼
御
前
と
し
て
こ
の
頃
の
宗
祖
に
深
く
帰
依
し
て
い
た

ら
せ
給
ふ
欺
・
た
う
と
‐

門
下
の
一
人
で
あ
っ
た
。

勝
れ
る
故
に
三
障
四
魔
も
又
一
と
し
を
ま
さ
り
た
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
来
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
同
じ
日
（
廿
六
日
）
に
『
中
務
左
衛
門
尉
殿
御
返
事
』
と
、
『
兵
衛
志
殿
御
返
事
』
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
此
の
二

⑳

レ

編
も
や
は
り
病
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
前
者
は
「
夫
人
に
二
病
あ
り
」
と
し
て
、
身
と
心
の
病
に
つ
い
て
論
じ
、
富
木
入
道
宛
の

前
掲
御
書
と
同
じ
書
き
方
を
用
い
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
「
日
蓮
が
下
痢
去
年
十
二
月
冊
日
事
起
り
、
今
年
六
月
三
日
・
四
日
、
日
々
に

度
を
ま
し
月
々
に
倍
増
す
。
定
業
か
と
存
す
る
処
に
貴
辺
の
良
薬
を
服
し
て
よ
り
已
来
、
日
々
月
為
に
減
じ
て
今
百
分
の
一
と
な
れ
り
。
」

と
あ
っ
て
、
発
病
か
ら
今
日
ま
で
の
症
状
が
、
や
や
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
慢
性
の
腸
炎
か
と
も
思
え
る
が
、
教
主
釈
尊
が
貴
辺
の

身
に
入
り
替
っ
て
「
日
蓮
を
扶
け
給
ふ
か
。
」
と
薬
品
を
送
り
届
け
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
、
感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
。
此
の
文
面
か

ら
も
四
条
氏
は
医
薬
に
関
し
て
、
相
当
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
兵
衛
志
殿
宛
の
御
返
事
に
は
、

、

「
は
ら
の
け
（
下
痢
）
は
さ
ゑ
も
ん
殿
の
御
薬
に
な
を
り
て
候
」
と
あ
り
、
薬
効
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
更
に
送
ら
れ
て
来

た
味
噌
を
な
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
い
よ
い
よ
心
ち
な
を
り
候
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
。
宗
祖
の
健
康
状
態
が
此
の
二
書
の
上
か
ら
も
あ

る
程
度
理
解
で
き
よ
う
。

四
弘
安
元
年
の
夏
（
七
月
か
ら
八
月
ま
で
）

身
延
の
沢
に
も
夏
の
日
射
し
が
濃
く
な
っ
て
来
た
頃
、
妙
法
尼
か
ら
法
華
経
に
つ
い
て
の
不
審
な
点
に
つ
い
て
尋
ね
て
き
た
。
こ
れ
に
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対
し
て
宗
祖
は
、
七
月
三
日
付
で
御
返
事
を
書
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、
宝
塔
品
の
八
六
難
九
易
Ｖ
を
挙
げ
、
法
華
経
受
持
の
功
徳
を
説
き

更
に
題
目
を
唱
え
る
計
り
で
仏
に
成
る
こ
と
の
不
思
議
に
つ
き
、
妙
法
題
目
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
、
「
法
華
経
一
部
の
肝
心
は
南
無

⑳

妙
法
蓮
華
経
の
題
目
に
て
候
」
と
し
、
こ
の
題
目
に
よ
っ
て
十
界
と
も
に
即
身
成
仏
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
と
示
し
て
い
る
。

七
月
七
日
に
は
『
種
種
物
御
消
息
』
二
紙
（
断
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
興
の
写
本
が
あ
り
、
「
駿
河
と
甲
斐
と
の
さ
か
い
は
山
た
か

⑰

く
、
河
ふ
か
く
、
石
を
つ
く
、
み
ち
せ
ば
し
」
と
文
中
に
見
ら
れ
る
の
で
、
駿
河
方
面
の
人
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
又

雨
が
降
り
続
い
て
河
は
三
か
月
に
わ
た
っ
て
増
水
し
、
山
崩
れ
や
道
路
の
欠
壊
な
ど
で
、
人
も
か
よ
は
ず
、
線
も
た
え
て
乏
し
い
状
態
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
中
に
、
そ
の
翌
日
上
野
時
光
か
ら
「
麦
の
し
ろ
き
こ
め
一
駄
」
と
、
「
は
じ
か
み
」
と
が
送
ら
れ
て

来
た
。
阿
那
律
・
迦
葉
の
故
事
を
述
べ
た
あ
と
で
「
今
年
は
疫
病
と
申
し
、
飢
渇
と
申
し
、
と
ひ
く
る
人
を
も
す
ぐ
な
し
。
た
と
ひ
病
な

、

く
と
も
飢
え
て
死
事
う
た
が
ひ
な
か
る
く
き
に
、
麦
の
御
と
ぶ
ら
ひ
金
に
も
す
ぎ
、
珠
に
も
こ
え
た
り
。
」
と
感
謝
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
事
か
ら
当
時
は
天
候
異
変
に
よ
り
、
長
雨
・
疫
病
・
飢
渇
と
続
い
て
、
入
山
当
初
の
状
態
と
等
し
い
様
相
を
呈
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
西
谷
の
生
活
も
又
、
安
易
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

十
四
日
に
は
先
き
の
妙
法
尼
か
ら
西
谷
へ
、
夫
が
亡
く
な
っ
た
時
の
模
様
を
知
ら
せ
る
便
り
が
到
着
し
、
そ
れ
に
対
す
る
御
返
事
が
記

⑳

さ
れ
て
い
る
。
特
に
尼
の
夫
の
唱
題
成
仏
を
挙
げ
、
尼
の
即
身
成
仏
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
い
る
。
檀
越
の
悲
報
に
接
し
て
は
、
心

情
を
こ
め
た
深
悼
の
書
簡
が
送
ら
れ
、
遺
族
を
慰
め
励
ま
し
て
、
更
に
法
華
信
仰
へ
の
道
を
教
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
情
さ
え
許

せ
ば
早
速
弔
問
し
て
、
尼
を
始
め
一
門
の
人
盈
に
も
会
っ
て
追
善
回
向
を
、
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
心
情
を
筆
に

た
く
し
て
、
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
遺
族
に
と
っ
て
こ
う
し
た
書
簡
が
、
ど
れ
程
心
の
支
え
と
な
っ
た
か
は
測
り
し
れ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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さ
て
、
二
十
七
日
に
は
佐
渡
の
阿
仏
房
が
、
は
る
ば
る
身
延
山
へ
三
度
目
の
登
山
を
し
て
来
た
。
そ
の
折
り
七
月
六
日
付
の
千
日
尼
の

手
紙
を
持
参
し
て
来
た
が
、
こ
の
返
事
を
二
十
八
日
付
で
記
し
て
い
る
。
千
日
尼
が
女
人
成
仏
に
つ
い
て
述
べ
た
事
を
と
り
あ
げ
、
法
華

経
の
女
人
成
仏
を
論
じ
、
更
に
尼
が
父
の
十
三
回
忌
追
善
の
た
め
の
御
供
養
を
讃
し
て
い
る
。
在
島
三
年
間
の
外
護
者
で
あ
っ
た
阿
仏
房

夫
妻
の
宗
祖
に
対
す
る
心
情
も
叉
深
い
も
の
が
あ
り
、
身
延
入
山
五
年
間
に
三
度
も
登
山
し
て
い
る
。
「
大
地
よ
り
も
あ
つ
く
、
大
海
よ

＠

り
も
ふ
か
き
御
心
ざ
し
ぞ
か
し
」
と
宗
祖
も
感
激
し
、
手
元
の
法
華
経
十
巻
を
阿
仏
房
に
た
く
し
て
贈
り
届
け
て
い
る
。
「
日
蓮
が
こ
い

し
く
を
は
せ
ん
時
は
学
乗
房
に
よ
ま
せ
て
御
ち
や
う
も
ん
あ
る
べ
し
。
」
と
記
し
て
い
る
。
学
乗
房
は
元
真
言
宗
で
あ
っ
た
が
、
佐
渡
に

於
て
改
宗
し
宗
祖
の
門
下
と
な
っ
た
人
で
あ
り
、
一
の
谷
入
道
の
一
族
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
宗
祖
を
慕
う
槽
越
門
下
に
対
す
る

暖
か
い
心
使
い
が
窺
え
よ
う
。
佐
渡
か
ら
身
延
へ
の
旅
程
は
安
易
な
業
で
は
な
い
。
阿
仏
房
を
見
つ
け
た
時
の
宗
祖
は
「
尼
ご
ぜ
ん
は
い

か
に
」
と
安
否
を
問
い
、
無
事
の
様
子
を
知
っ
て
「
盲
目
の
者
の
眼
の
あ
き
た
る
」
心
地
が
し
た
と
悦
ん
で
い
る
の
を
ぶ
て
も
、
宗
祖
の

心
情
を
汲
象
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
月
に
入
る
と
十
一
日
付
で
、
北
条
氏
の
一
門
と
云
わ
れ
て
い
る
北
条
弥
源
太
入
道
に
宛
た
消
息
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
入
道
が
身
延
を

訪
ず
れ
、
帰
宅
し
て
か
ら
使
者
に
持
た
せ
て
寄
こ
し
た
情
報
の
返
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
鎌
倉
建
長
寺
の
道
隆
が
死
ん
だ
こ
と
に

＠

関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
道
隆
が
死
ん
で
舎
利
と
な
っ
た
と
云
う
噂
が
広
ま
っ
た
。
こ
れ
は
道
隆
の
弟
子
達
が
、
道
隆
の
成
仏
し
た

＠

こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
云
い
ふ
ら
し
た
証
言
で
あ
り
、
更
に
「
日
蓮
房
が
存
知
の
法
門
を
人
に
疎
ま
せ
ん
と
こ
そ
た
ぱ
か
り
て
」
お

こ
な
っ
た
虚
言
で
あ
る
と
批
判
を
下
し
て
、
い
ま
に
必
ず
根
が
現
れ
て
真
実
が
わ
か
る
時
が
来
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
宗
祖
が
身

延
へ
入
山
さ
れ
た
の
ち
、
鎌
倉
で
は
念
仏
一
門
の
徒
が
、
機
会
を
ゑ
て
は
巻
き
返
し
を
計
っ
て
い
た
ら
し
く
、
政
治
的
な
結
び
つ
き
を
も

っ
て
現
れ
た
り
、
又
は
証
惑
に
よ
っ
て
世
人
の
風
潮
を
煽
る
な
ど
の
手
段
が
と
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
熱
原
法
難
や
此
の
書
に
見
ら
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れ
る
道
隆
の
舎
利
に
関
す
る
一
件
が
、
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
西
谷
の
草
庵
に
在
っ
て
も
、
常
に
こ
う
し
た
情
報
を

察
知
し
、
鎌
倉
を
始
め
富
士
・
中
山
方
面
に
散
在
す
る
門
下
に
対
し
、
適
切
な
指
示
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
身
は
山
林
に

交
る
と
い
え
ど
も
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
世
を
眺
め
、
門
下
の
在
り
方
を
教
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

八
月
も
中
旬
に
入
っ
て
、
暑
さ
も
そ
ろ
そ
ろ
峠
を
こ
え
る
頃
芋
一
駄
・
は
じ
か
み
五
十
把
が
送
ら
れ
て
来
た
。
届
け
主
は
不
明
で
あ
る

が
、
御
礼
状
の
真
蹟
二
紙
が
富
士
の
大
石
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
点
や
、
芋
一
駄
と
は
じ
か
承
五
十
把
と
云
う
点
か
ら
、
い
づ
れ
富
士
方

面
駿
河
か
ら
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
十
四
日
付
で
御
返
事
の
御
礼
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
象
の
ぶ
の
や
ま
と
申
し
候
は
、
西
は
し
ら
れ
の
獄
、
つ
ね
に
雪
を
ゑ
る
。
東
に
は
て
ん
し
の
獄
、
つ
ね
に
日
を
み
る
。
北
は
身

⑬

延
の
鍬
、
南
は
た
か
と
り
の
鍬
、
四
山
の
間
、
箱
の
そ
こ
の
ご
と
し
。
戌
亥
の
す
み
よ
り
河
な
が
れ
て
、
辰
巳
の
す
み
に
む
か
う
。
」

と
身
延
の
位
置
を
示
し
て
い
る
の
で
、
相
手
は
ま
だ
身
延
山
の
地
理
に
つ
い
て
詳
し
く
知
ら
な
い
人
の
よ
う
で
も
あ
る
。
又
「
か
か
る
い

ぶ
じ
き
と
こ
ろ
」
と
云
っ
て
い
る
の
で
、
宗
祖
の
身
延
に
対
す
る
心
持
が
窺
え
る
。
入
山
当
初
す
で
に
「
大
い
し
は
こ
の
山
中
心
中
に
叶

＠

て
候
へ
ば
」
と
述
べ
て
い
る
如
く
、
身
延
に
対
す
る
心
が
深
く
働
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
い
み
じ
き
と
こ
ろ
」
と
云
う
よ
う

に
表
現
が
変
り
、
次
第
に
身
延
を
「
尊
い
山
」
・
「
懇
山
」
で
あ
る
と
云
う
考
え
方
に
移
行
を
し
て
い
く
過
程
の
一
段
階
を
象
る
こ
と
が

で
き
え
よ
う
。

〔
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①
実
相
寺
御
書
昭
和
定
本
遺
文
一
四
三
五
頁

ノ

ハ
ノ
タ
ル
テ
ニ
ル
ワ

ス
ヲ

②
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蓮
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し
之
小
田
一
房
等
為
し
怨
歎
」
（
実
相
寺
御
諜
一
四
三
五
頁
）

③
松
野
尼
御
前
御
返
事
一
四
三
六
頁

④
四
条
金
吾
殿
御
書
一
四
三
六
頁

（“）



⑤
同
一
四
三
八
頁

⑥
松
野
殿
御
返
事
一
四
四
一
頁

⑦
同
一
四
四
三
頁

ノ

③
三
沢
小
次
郎
に
つ
い
て
は
「
淡
州
人
、
移
二
駿
州
富
士
郡
大
鹿
村
一
、
富
士
十
七
騎
之
一
、
延
慶
二
年
五
月
十
八
日
没
、
呑
巨
（
高
祖
年
譜
孜
異
・
下

三
○
）
と
あ
る
。
（
日
蓮
上
人
伝
記
集
一
五
九
）

⑨
三
沢
紗
一
四
四
六
頁

⑩
高
祖
年
譜
（
四
四
）
、
然
し
此
の
時
、
宗
祖
は
病
身
で
あ
っ
た
。

⑪
三
沢
抄
一
四
四
七
頁

⑫
上
野
殿
御
返
事
一
四
五
一
頁

⑬
始
聞
仏
乗
義
一
四
五
四
頁

ノ

⑭
「
弘
安
元
年
大
歳
戊
寅
建
治
四
年
二
月
二
十
九
日
、
改
元
。
疫
病
故
欺
。
」
（
弘
安
改
元
事
一
四
五
四
頁
）

⑮
諸
人
御
返
事
一
四
七
九
頁

⑯
教
行
証
御
播
一
四
八
七
頁

⑰
上
野
殿
御
返
事
一
四
九
○
頁

⑬
同
一
四
九
二
頁二ク

⑲
．
切
経
の
中
に
此
寿
量
品
ま
し
ま
さ
ず
ば
天
無
二
日
月
一
国
無
二
大
王
一
山
河
無
し
珠
、
人
に
た
ま
し
い
の
な
か
ら
ん
が
ご
と
く
し
て
あ
る
べ
き
云
云
」

（
開
目
抄
五
七
六
頁
）

⑳
檀
越
某
御
返
事
一
四
九
三
頁

⑳
是
日
尼
御
番
一
四
九
四
頁

、
大
田
左
衛
門
尉
御
返
事
一
四
九
六
頁

⑳
華
果
成
就
御
譜
一
五
○
○
頁

⑳
窪
尼
御
前
御
返
事
一
五
○
二
頁

⑳
「
録
外
考
文
」
（
巻
三
’
五
）

⑳
森
雨
御
鱒
一
五
○
四
頁

⑳
南
条
殿
女
房
御
返
事
一
五
○
四
頁

⑳
兵
衛
志
殿
御
返
事
一
五
○
七
頁

⑳
阿
仏
房
御
返
事
一
五
○
八
頁

⑳
日
女
御
前
御
返
事
一
五
二
一
頁

（“）



八
付
記
Ｖ

本
稿
は
、
『
棲
神
』
に
「
身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
」
と
云
う
テ
ー
マ
で
、
連
絞
中
の
内
の
一
稿
で
あ
る
。

、
同
一
五
一
六
頁

⑫
富
木
入
道
殿
御
返
事
一
五
一
八
頁

、
中
務
左
衛
門
尉
殿
御
返
事
一
五
二
三
頁

③
兵
衛
志
殿
御
返
事
一
五
二
五
頁

⑮
窪
尼
御
前
御
返
事
一
五
二
五
頁

⑳
妙
法
尼
御
前
御
返
事
一
五
二
七
頁

⑰
種
種
物
御
消
息
一
五
三
一
頁

⑳
時
光
殿
御
返
事
一
五
三
四
頁

⑲
妙
法
尼
御
前
御
返
事
一
五
三
七
頁

⑳
千
日
尼
御
前
御
返
事
一
五
四
六
頁

ノ

⑪
『
高
祖
年
譜
孜
異
』
に
は
、
「
得
二
五
色
舎
利
一
」
（
三
一
）
と
あ
る
。

⑫
弥
源
太
入
道
殿
御
消
息
一
五
四
九
頁

⑬
芋
一
駄
御
番
一
五
五
○
頁

、
富
木
殿
御
番
八
○
九
頁

（“）


