
ヒ

ヒ

「
又
賢
人
の
習
、
三
度
国
を
い
さ
む
る
に
用
ず
ぱ
、
山
林
に
ま
じ
わ
れ
と
い
う
こ
と
は
、
定
石
例
な
Ｌ
ご

と
あ
る
ご
と
く
、
三
諌
の
後
に
賢
人
の
例
に
習
っ
て
山
林
に
交
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
の
他
に
も
い
く
つ
か

の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
篭
詳
細
は
略
す
こ
と
に
す
る
が
、
世
間
で
は
聖

人
の
入
山
を
逃
避
行
と
み
る
向
き
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
聖
人
は
入
山
二
年
後
に
、

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行
（
上
田
）

鎌
倉
に
在
住
し
て
お
れ
ば
、
一

き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
の
に
、
敢
一

最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、 、

数

晩
年
の
九
年
間
を
身
延
山
で
す
ご
し
た
日
蓮
聖
人
（
一
二
二
二
～
二
八
）
は
、
周
知
の
如
く
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
五
月
十
二
日

に
鎌
倉
を
発
っ
て
、
同
月
十
七
日
に
甲
斐
国
波
木
井
郷
の
身
延
山
に
到
着
さ
れ
た
。
時
に
聖
人
は
五
十
三
歳
で
あ
り
、
数
人
の
弟
子
と
信

者
を
伴
っ
て
の
入
山
で
あ
っ
た
が
、
当
時
は
飢
瞳
の
た
め
山
中
で
の
生
活
は
難
渋
を
極
め
た
の
で
、
一
人
の
み
残
っ
て
孤
独
な
清
貧
に
甘

ん
ず
る
日
常
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行

一
、

多
く
の
弟
子
や
信
徒
ら
に
囲
ま
れ
、
衣
・
食
・
住
に
も
こ
と
欠
く
こ
と
な
く
、
不
足
の
な
い
生
活
が
で

敢
て
交
通
不
便
な
山
間
の
僻
地
を
選
ん
で
、
身
延
へ
入
山
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

上
田
本
昌
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ま
た
「
世
を
遁
れ
」
と
い
う
語
か
ら
は
、
一
見
遁
世
を
思
わ
せ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
単
な
る
遁
世
や
隠
棲
で
な
い
こ
と
は
、
そ
の
す
ぐ

後
に
「
道
を
進
ま
ん
と
思
ひ
し
に
」
と
続
く
言
葉
が
あ
る
こ
と
で
も
理
解
で
き
よ
う
。
即
ち
、
「
道
を
進
ま
ん
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

「
仏
道
」
へ
の
精
進
で
あ
り
、
更
に
深
く
奥
へ
仏
道
を
進
ん
で
行
く
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
生
あ
る
限
り
仏
道
を
精
進
す

る
こ
と
が
聖
人
に
と
っ
て
の
願
行
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
が
わ
か
る
。

「
今
山
林
に
世
を
遁
れ
、
道
を

已
に
七
年
の
春
秋
を
送
奄
」

と
も
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行

「
賢
人
の
な
ら
ひ
、
心
に
は
遁
世
と
は
を
も
は
ね
ど
も
、
人
は
遁
世
と
こ
そ
を
も
う
ら
＆

と
述
べ
て
身
延
入
山
を
遁
世
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

聖
人
の
入
山
を
め
ぐ
っ
て
学
者
の
間
で
も
諸
説
が
分
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
聖
人
遺
文
の
中
に
、
諸
説
の
根
拠
と
な
り
う
る
記
述
が
見

ら
れ
る
た
め
で
も
あ
る
。
聖
人
の
心
中
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
っ
て
入
山
を
決
意
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
重
層
性

を
持
っ
た
心
的
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
入
山
七
年
目
に
一
代
を
振
り
か
え
り
つ
つ
、

マ
ヒ

リ

リ

「
今
山
林
に
世
を
遁
れ
、
道
を
進
ん
と
思
し
に
、
人
々
の
語
様
々
な
り
し
か
ど
も
、
妾
存
ず
る
旨
あ
り
し
に
依
て
、
当
国
当
山
に
入
て

元
来
、
仏
教
の
目
的
は
仏
に
成
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
教
え
が
八
万
四
千
の
法
門
と
な
っ
て
説
示
さ
れ
、
解
説
さ
れ
論
釈
さ
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
目
的
達
成
の
た
め
に
衆
生
は
そ
の
教
え
に
依
っ
て
日
常
生
活
を
律
し
、
教
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
立
脚
し

一
一
、

「
秀
存
ず
る
旨
」
の
中
に
は
複
数
の
理
由
が
あ
り
、
世
人
の
批
評
に
は
様
々
な
言
葉
が
流
れ
て
い
た
こ

(認）



て
行
動
を
と
る
こ
と
が
、
最
も
仏
道
を
成
就
す
る
上
で
重
要
な
要
件
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。

即
ち
、
仏
教
徒
は
い
か
に
生
き
て
行
く
べ
き
か
、
ま
た
「
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
行
く
こ
と
が
正
し
い
の
か
、
」
を
常
に
考
慮
し
つ

つ
仏
説
に
従
っ
て
、
日
常
の
諸
作
を
な
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
初
期
の
仏
教
経
典
に
説
か
れ
た
各
種
の
戒
律
も
、

大
乗
の
各
経
典
に
示
さ
れ
た
戒
律
も
、
み
な
生
活
態
度
と
仏
道
を
歩
む
上
で
の
徒
を
教
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば

と
み
え
る
ご
と
く
で
あ
る
。
仏
の
説
に
従
っ
て
公
正
に
法
を
説
き
、
人
を
導
く
者
は
正
義
を
守
る
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
そ
の
ま
ま

仏
道
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
「
仏
道
を
実
践
す
る
人
」
と
は
、
「
正
義
を
守
り
」
か
つ
「
公
正
に
教
化
す
る

人
」
の
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
独
断
で
行
う
の
で
は
な
く
仏
の
説
く
「
き
ま
り
」
に
従
っ
て
と
い
う
基
本
の
上

に
立
っ
て
の
実
践
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
説
の
如
く
に
」
に
実
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
如
説
修
行
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
仏
道
を
修
す
る
者
の
基
本
で
あ
っ
て
、
勝
手
気
ま
ま
に
振
る
ま
う
こ
と
は
公
正
で
は
な
く
、
正
義
を
守
る
こ
と
も
で
き
な

「
ロ
函
諺
冨
冨
崖
勺
シ
ロ
シ
」
の
中

「
き
ま
り
に
し
た
が
っ
て
、

で
あ
る
と
い
わ
れ
篭
」 の

中

そ
こ
で
、
日
蓮
聖
人
は
何
に
よ
り
も
公
正
・
正
義
を
第
一
に
考
え
、
如
説
修
行
の
道
を
選
ば
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
説
に
従
っ

て
行
動
す
る
こ
と
が
正
義
で
あ
り
、
公
正
な
教
化
に
連
ら
な
る
も
の
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
聖
人
は

ス
ク

ス

ス

リ

「
浬
藥
経
と
申
経
に
云
、
依
法
不
依
人
等
云
云
、
依
法
と
申
は
一
切
経
、
不
依
人
と
申
は
仏
を
除
き
奉
て
外
の
普
賢
菩
薩
・
文
殊
師
利

ノ

ク
】
ア

ニ
レ
ラ

ー
ー

ス

菩
薩
（
乃
至
）
諸
人
師
な
り
。
此
経
に
又
云
、
依
二
了
義
経
一
不
し
依
二
不
了
義
経
一
等
云
云
。
此
経
に
指
と
こ
ろ
了
義
経
と
申
は
法
華

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行
（
上
田
）

い
◎

に
、公

正
な
し
か
た
で
他
人
を
導
く
人
は
、
正
義
を
守
る
人
で
あ
り
、
道
を
実
践
す
る
人
で
あ
り
、
聡
明
な
人

(25）



身
延
山
で
の
生
活
は
、
「
於
二
如
来
滅
後
一
、
応
二
一
心
．
受
持
・
読
調
・
解
説
・
書
写
・
如
レ
説
修
丘
些
の
経
文
が
示
す
と
こ
ろ
に
従
っ

て
、
ま
さ
に
如
説
修
行
の
日
常
生
活
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
で
の
辻
説
法
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
布
教
活
動
は
、
専
ら
「
如
来
使
」
と
し
て
の

教
化
が
主
眼
で
あ
っ
た
が
、
身
延
期
で
は
そ
の
他
に
更
に
個
人
的
如
説
修
行
に
よ
り
、
熾
悔
滅
罪
を
成
就
し
、
仏
道
を
一
層
奥
へ
進
む
こ

と
を
念
願
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
ず
最
初
は
「
読
調
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
な
ご
と
く
経
典
を
読
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。
聖
人
に
と
っ
て
最
大
事
の

経
典
と
は
法
華
経
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
山
中
に
お
け
る
信
行
は
こ
の
法
華
経
を
読
調
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
六
十
一
年
の
生
涯
に
お
い

て
身
延
期
の
九
年
間
が
、
最
も
安
定
し
た
時
期
で
あ
り
、
大
自
然
の
中
で
心
ゆ
く
ま
で
経
典
読
調
の
如
説
修
行
が
果
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行

ス

経
、
不
了
義
経
と
申
は
（
乃
至
）
已
今
当
の
一
切
経
な
Ｌ
ご

と
み
え
る
ご
と
く
、
先
ず
も
っ
て
教
主
た
る
仏
に
依
る
べ
き
で
あ
り
、
人
師
論
師
の
説
に
よ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
あ
げ
、
更
に
仏
法
に

つ
い
て
も
了
義
経
で
あ
る
法
華
経
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
聖
人
の
信
行
生
活
に
お
け
る
基
本
は
、
教
主

釈
尊
を
依
所
と
し
、
そ
の
説
か
れ
た
法
門
に
つ
い
て
は
、
了
義
経
た
る
法
華
経
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
明
確
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

法
華
経
の
き
ま
り
に
従
っ
て
、
公
正
な
し
か
た
で
他
人
を
導
い
た
の
で
あ
り
、
正
義
を
守
り
通
し
た
の
が
聖
人
の
日
常
で
あ
っ
た
と
い

キ
ニ
ク
ス
ニ
（
７
）

え
る
。
聖
人
の
出
ら
れ
た
時
代
は
、
「
世
皆
背
し
正
、
人
悉
帰
し
悪
」
と
い
う
状
態
で
、
仏
よ
り
も
人
師
の
説
を
尊
重
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

仏
説
の
基
本
に
戻
っ
て
「
依
法
不
依
人
」
の
「
き
ま
り
」
に
従
い
、
「
了
義
経
」
た
る
法
華
経
を
所
依
と
し
て
、
「
如
説
修
行
」
の
道
を
進

む
べ
く
立
教
を
志
し
、
最
後
に
は
身
延
へ
の
道
を
選
ば
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一
一
、

(妬）



ス

ま
し
ら
こ
え

㈹
「
此
身
延
の
沢
と
申
虚
は
（
乃
至
）
暖
の
な
く
音
天
に
響
き
、
蝉
の
さ
ゑ
づ
り
地
に
み
て
り
。
天
竺
の
霊
山
此
鹿
に
来
れ
り
、
唐
土

の
天
台
叫
翻
峅
こ
、
に
見
る
。
我
が
身
は
釈
迦
仏
に
あ
ら
ず
、
天
台
大
師
に
て
は
な
け
れ
ど
も
、
ま
か
る
ｊ
、
昼
夜
に
法
華
経
を
よ
み
、

朝
暮
に
摩
訶
止
観
を
談
ず
れ
ば
、
霊
山
浄
土
に
も
相
似
た
り
、
天
台
山
に
も
異
な
ら
魂
↑
」

と
み
え
る
ご
と
く
、
昼
夜
に
法
華
経
を
読
謝
し
、
ま
た
朝
暮
に
『
摩
訶
止
観
』
の
講
義
を
実
践
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
日
頃

の
生
活
に
お
い
て
、
読
経
と
弟
子
や
門
下
に
対
す
る
解
説
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
法
師
品
所
説
の
五
種
法
師
を
如
説
修
行
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
鎌
倉
に
在
住
し
て
い
た
ら
到
底
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
読
経
三
昧
に
ひ
た
る
こ
と
は
身

延
と
い
う
自
然
の
中
で
、
山
林
に
身
を
交
え
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
読
経
と
日
を
同
じ
く
し
て
門
弟
ら
に
止
観
を
講

説
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
が
、
入
山
の
主
た
る
目
的
の
一
つ
に
、
門
下
の
教
育
と
檀
越
の
教
化
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
法
華

経
講
義
は
特
に
三
大
部
を
中
心
と
し
て
、
常
時
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
際
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
私

集
最
要
文
注
法
華
経
」
十
幾
群
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
他
、
読
調
と
解
説
に
関
す
る
例
文
を
あ
げ
る
と
、

⑧
「
法
華
読
調
音
響
二
青
天
一
一
乗
談
幾
言
鼠
一
山
咀
垂

ノ
こ
え
キ
ー

。
「
今
年
一
百
よ
人
の
人
を
山
中
に
や
し
な
ひ
て
、
十
二
時
の
法
華
経
を
よ
ま
し
め
談
義
し
て
候
篭
」

⑨
「
多
く
の
日
を
送
り
、
読
調
し
奉
る
所
の
法
華
経
の
功
徳
は
虚
空
に
も
除
り
ぬ
く
‐
漣
」

と
み
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
中
で
⑧
の
文
は
伽
と
ほ
ぼ
同
様
の
文
意
で
あ
る
が
、
ｐ
は
百
餘
人
の
人
々
を
集
め
て
の
読
調
会
と
講

説
会
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

従
っ
て
、
聖
人
が
た
だ
一
人
心
ゆ
く
ま
で
読
経
三
昧
に
ひ
た
る
と
い
う
入
山
初
期
の
状
態
か
ら
す
る
と
、
読
調
の
規
模
が
移
り
変
っ
て

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行
（
上
田
）

例
え
ば
、
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と
い
う
険
難
な
道
程
で
あ
り
、
外
部
か
ら
は
簡
単
に
出
入
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
人
馬
む
か
ひ
難
い
」

場
所
で
の
孤
独
な
生
活
が
初
期
の
三
年
間
程
は
続
い
た
が
、
次
第
に
聖
人
を
尋
ね
て
来
山
す
る
者
が
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
道
路

の
悪
条
件
を
の
り
こ
え
て
、
不
便
な
山
中
を
訪
問
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
安
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
聖
人
を
慕

う
心
情
が
篤
い
も
の
と
な
っ
て
、
人
々
を
身
延
山
へ
の
旅
に
か
り
た
て
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

直
弟
子
や
孫
弟
子
を
始
め
と
し
て
、
主
な
檀
越
は
次
か
ら
つ
ぎ
へ
と
身
延
詣
で
を
企
て
、
「
人
は
な
き
時
は
四
十
人
、
あ
る
時
は
六

十
生
と
い
う
状
態
に
ま
で
な
り
、
次
第
に
盛
況
を
呈
す
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行

き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
。
の
文
は
弘
安
二
年
三
月
に
曽
谷
氏
が
西
谷
の
聖
人
へ
、
仏
事
供
養
を
托
し
て
き
た
こ
と
に
起
因
し
て

い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
百
餘
人
の
人
を
集
め
て
、
十
二
時
に
わ
た
っ
て
法
会
と
講
説
が
催
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
時
の
西
谷
に
お
い
て
は

極
め
て
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
か
に
聖
人
を
慕
っ
て
人
々
の
出
入
り
が
、
こ
の
頃
に
至
る
と
盛
ん
に
な
っ
て
い
た

か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
交
通
も
極
め
て
困
難
な
時
代
に
、
食
糧
難
の
折
り
か
ら
、
山
中
に
百
人
餘
の
人
々
を
「
や
し
な
う
」
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
で
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
強

入
山
の
当
初
は
前
述
の
ご
と
く
、
付
添
い
の
人
達
も
す
べ
て
帰
え
し
、
「
但
一
人
」
に
な
っ
て
の
生
活
で
あ
り
、
初
期
の
日
常
は
全
く

マ
上

ま
Ｌ
ら

マ

の
孤
独
で
あ
っ
た
。
草
庵
の
近
辺
は
、
「
人
の
住
家
一
宇
も
な
し
。
適
問
く
る
物
と
て
は
梢
を
伝
ふ
援
猴
な
れ
ば
、
少
も
留
る
事
な
く
還

る
さ
急
ぐ
恨
み
な
る
篭
」
と
い
う
環
境
で
、
「
訪
人
も
希
な
る
」
状
態
で
あ
っ
た
。
特
に
冬
季
は
、
雪
深
し
て
道
塞
が
り
、
問
人
も
な

フ

ク

う

き
島
と
な
っ
て
、
世
間
か
ら
は
隔
離
さ
れ
た
地
で
、
陸
の
孤
島
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
入
山
の
道
中
に
つ
い
て
も
、

ル

「
宿
々
の
い
ぶ
せ
き
、
嶺
に
昇
れ
ば
日
月
を
い
た
だ
き
、
谷
へ
下
れ
ば
穴
へ
入
か
と
覚
ゆ
。
河
の
水
は
矢
を
射
る
が
如
く
早
し
。
大
石

な
が
れ
て
人
馬
む
か
ひ
難
１
盃
」

(詔）



こ
う
し
て
身
延
の
中
期
と
い
わ
れ
る
弘
安
年
間
に
入
る
と
、
門
弟
や
檀
越
を
交
え
て
の
読
調
会
や
講
説
会
が
、
朝
暮
昼
夜
に
開
か
れ
て
、

聖
人
の
身
延
に
お
け
る
日
常
生
活
は
、
初
期
の
個
人
的
読
経
三
昧
に
ひ
た
る
と
い
う
状
況
か
ら
一
変
し
て
、
教
化
伝
道
の
如
来
使
と
し
て

の
生
活
に
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
鎌
倉
の
「
動
」
の
生
活
か
ら
身
延
へ
入
山
し
て
「
静
」
の
生
活
へ
、
法
華
経
行
者
と
し
て

の
国
家
諌
暁
の
折
伏
の
生
活
か
ら
、
自
身
の
宗
教
的
静
の
世
界
に
入
っ
て
三
昧
に
ひ
た
る
生
活
に
移
行
し
、
そ
こ
か
ら
ま
た
再
び
教
化
者

と
し
て
の
活
動
の
世
界
へ
と
、
転
換
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
こ
の
山
の
な
か
に
木
を
う
ち
き
り
て
、
か
り
そ
め
に
庵
室
を
つ
く
り
て
候
し
が
、
や
う
や
く
四
年
が
ほ
ど
、
柱
く
ち
、
か
き
壁
を
ち

候
へ
ど
も
直
す
事
な
く
竜
」

と
み
え
る
ご
と
く
、
建
治
三
年
の

建
治
三
年
の

こ
の
頃
は
す
で
に
「
撰
時
抄
』
や
『
報
恩
抄
」
と
い
い
っ
た
身
延
期
の
代
表
著
作
も
完
成
し
た
あ
と
で
あ
り
、
教
学
上
か
ら
も
一
代
の

し
め
く
く
り
が
な
さ
れ
た
時
期
を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
両
抄
に
述
べ
ら
れ
た
教
学
の
結
要
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
研
究
を
終
え
て
い
る
の

で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
日
蓮
教
学
の
結
要
は
こ
の
頃
の
祖
書
を
中
心
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
電

入
山
の
当
初
「
し
ば
ら
く
は
候
は
ん
ず
ら
む
。
結
句
は
一
人
に
な
て
日
本
國
に
流
浪
す
べ
き
身
に
て
亀
」
と
い
う
心
境
が
不
変
の
も

の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
入
山
四
年
目
を
迎
え
て
草
庵
も
朽
ち
て
き
た
の
を
機
に
、
又
別
の
地
を
目
ざ
し
下
山
し
て
行
っ
た
か
も
し
れ
な

し
て
い
る
。

い
の
で
あ
る
。身

延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行
（
上
田
）

四
、

冬
に
は
西
谷
の
草
庵
が
、
い
た
み
が
激
し
く
な
り
学
生
ら
を
指
揮
し
て
修
復
し
、
応
急
処
置
を
ほ
ど
こ
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さ
て
、
こ
う
し
た
五
種
法
師
を
聖
人
自
身
は
、
身
延
山
の
生
活
で
実
践
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
書
写
に
関
し
て
一
見
す
る
と
、
聖
人
の

一
代
に
お
け
る
書
写
行
は
、
法
華
経
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
他
の
諸
経
に
つ
い
て
も
時
に
必
要
と
す
る
所
を
書
写
し
、
常
に
所
持
し
て

お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
経
典
の
み
で
は
な
く
論
釈
に
つ
い
て
も
、
広
く
読
破
さ
れ
て
要
文
の
書
写
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
祖
瞥
の

五
大
部
と
称
さ
れ
る
遺
文
の
み
を
ひ
も
と
い
て
み
て
も
、
数
多
く
の
論
釈
が
引
用
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行

し
か
る
に
聖
人
は
、
こ
の
頃
す
で
に
身
延
の
山
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
全
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
建
治
二
年
七
月
の
「
報
恩

抄
」
の
中
で
、
道
善
房
の
遷
化
に
際
し
、
本
来
な
ら
ば
何
に
を
お
い
て
も
下
山
し
て
墓
参
す
べ
き
で
あ
る
が
、
自
身
の
意
と
す
る
と
こ
ろ

を
一
貫
し
て
つ
ら
ぬ
き
通
す
上
か
ら
も
、
下
山
す
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
窪
即
ち
身
延
山
を
卿
の
文
が
示
す
ご

と
く
、
霊
山
浄
土
で
あ
る
と
し
、
法
華
経
行
者
の
住
所
で
あ
る
が
故
に
、
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
分
身
の
諸
仏
を
始
め
、
守
護
の
諸
天
善
神

来
集
の
浄
土
で
あ
る
と
信
得
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

故
に
こ
の
頃
の
聖
人
は
、
常
に
仏
と
倶
に
在
る
日
常
生
活
で
あ
り
、
純
粋
に
宗
教
的
な
境
界
に
あ
っ
て
日
夜
仏
菩
薩
に
相
い
ま
み
え
、

感
応
道
交
の
日
々
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
身
延
山
の
こ
と
を
、
「
仏
菩
薩
の
住
給
功
徳
聚
之
殉
嵯
」
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
も
首
肯

ミ
う

で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
心
境
は
宗
教
者
と
し
て
、
信
仰
上
に
得
ら
れ
る
も
の
と
い
え
る
が
、
法
華
経
を
ひ
た
す
ら
信
じ
、
そ
の
説
く
と
こ

ろ
に
従
っ
て
、
実
践
し
て
き
た
体
験
を
通
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
理
論
上
の
み
の
浄
土
で
は
な
い
。
つ
ま
り
法
華
経
の
色

読
か
ら
得
ら
れ
る
境
地
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
法
師
品
の
五
種
法
師
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
到
達
で
き
る
世
界
で
あ
る
。
聖
人
は
身

を
も
っ
て
こ
れ
を
実
践
し
、
門
下
に
そ
の
範
を
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五
、
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経
典
部
に
し
て
も
論
釈
部
に
し
て
も
、
書
写
に
は
あ
る
程
度
時
間
的
な
ゆ
と
り
が
必
要
と
な
る
。
身
延
期
に
お
け
る
聖
人
の
書
写
に
つ

い
て
は
、
具
体
的
な
記
録
は
少
な
い
が
、
折
り
に
ふ
れ
て
書
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
当
然
推
察
し
う
る
。
聖
人
自
身
は
も
と
よ
り
、
弟
子

や
檀
越
ら
に
も
書
写
を
命
じ
て
、
法
華
経
書
写
が
実
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
弘
安
四
年
十
一
月
二
十
四
日
に
は
、

「
戌
亥
の
時
、
御
所
に
集
会
し
て
、
三
十
餘
人
を
も
っ
て
一
日
経
書
き
ま
い
ら
電
」
と
み
え
る
が
ご
と
く
大
坊
・
小
坊
・
馬
舎
の
落
成
を

記
念
し
て
の
法
華
経
書
写
行
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
聖
人
自
身
と
し
て
は
、
遺
文
の
述
作
に
主
力
が
注
が
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
法
師
品
の
五
種
法
師
中
に
お
け
る
書
写
は
、
も

ち
ろ
ん
「
法
華
経
の
乃
至
一
偶
・
一
句
」
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
聖
人
は
そ
の
法
華
経
の
経
意
を
わ
か
り
や
す
く
書
写
し
、
檀
越

に
理
解
せ
し
め
る
べ
く
解
説
し
注
釈
を
施
し
て
遺
文
と
い
う
型
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
広
義
に
解
し
て
「
書
写
」
で
あ
り
、

「
解
説
」
で
あ
る
こ
と
に
相
異
は
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

数
多
い
遺
文
の
中
に
は
、
単
な
る
消
息
文
と
し
て
法
華
経
の
注
釈
と
は
無
関
係
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
聖
人
は
あ

ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
て
、
直
接
・
間
接
法
華
経
の
法
門
に
つ
い
て
教
化
を
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
一
見
無
関
係
の
遺
文
で
あ
っ
て
も
、

な
ん
ら
か
の
型
で
法
門
と
の
結
び
付
き
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
経
典
書
写
に
類
す
る
意
味
あ
い
を
持
つ
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
本
来
、
五
種
法
師
は
自
行
と
化
他
に
及
ぶ
法
師
の
修
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
行
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
主
眼
と
す

る
と
こ
ろ
は
自
行
を
通
し
て
化
他
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
「
如
来
使
」
た
る
法
師
が
衆
生
を
、
仏
に
代
っ
て
教
化
す
る
た
め
の
五
種
行
で
あ

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行
（
上
田
）

る
。
こ
れ
ら
の
引
用
は
手
元
に
書
写
さ
れ
た
自
筆
の
写
本
、
又
は
、
抜
書
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
身
延
入
山
以
前
に
あ
っ

て
は
、
忍
難
弘
経
の
連
続
で
あ
り
、
時
間
的
に
も
落
付
い
て
餘
裕
を
も
っ
た
書
写
行
は
不
可
能
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。

(鉦）



次
に
在
山
九
年
間
の
信
行
生
活
に
つ
い
て
、
遺
文
の
上
か
ら
そ
の
一
端
を
窺
う
と
、
前
述
の
如
く
法
華
経
の
読
謂
・
談
義
・
書
写
に
昼

夜
を
わ
か
た
ぬ
日
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
う
し
た
あ
い
間
に
も
各
地
よ
り
登
山
し
て
来
た
弟
子
や
檀
越
の
人
々
と
、
じ
っ
く

り
膝
を
交
え
て
の
対
談
を
始
め
、
く
つ
ろ
ぎ
の
時
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

行
学
日
朝
の
「
元
祖
化
導
記
」
に
よ
る
と
、
在
山
中
の
生
活
に
つ
い
て
、
「
或
記
云
」
と
し
て
当
時
の
伝
承
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

次
の
よ
う
な
行
儀
を
紹
介
し
て
い
る
。

ノ

ご
一

画
一

一
一

ヒ

ノ

ノ

「
毎
日
所
作
早
旦
入
二
持
仏
堂
一
法
華
経
一
巻
十
日
十
巻
読
調
有
し
之
、
幾
度
如
レ
此
、
一
巻
経
後
於
二
日
天
御
前
一
方
便
品
寿
量
品
宝
塔
品

タ
モ
フ

ニ
ハ
ニ
ハ
ニ
ノ
ヘ
リ
ノ
ノ

勧
持
品
涌
出
品
神
力
品
等
要
品
謝
し
之
、
此
等
事
二
時
計
也
。
日
中
法
門
談
義
有
し
之
、
日
夕
同
音
方
便
寿
屋
二
品
謝
し
之
玉
、
其
外

昼
夜
朝
暮
行
学
不
し
可
二
称
計
一
。
云
一
龍
」

ノ

か
、
る
意
味
あ
い
か
ら
す
る
と
、
身
延
期
に
お
け
る
聖
人
の
遺
文
は
、
全
生
涯
に
お
け
る
遺
文
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、

書
写
を
含
め
た
著
書
の
量
は
圧
倒
的
に
身
延
期
が
多
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
単
に
数
量
的
に
多
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
聖
人
の
数

義
・
思
想
・
人
生
観
に
関
す
る
記
述
で
最
も
重
要
な
部
門
を
し
め
て
い
る
遺
文
が
数
多
く
あ
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
身
延
期
の
遺
文
は
不

可
欠
の
も
の
と
い
え
る
。
聖
人
が
直
接
に
筆
を
と
っ
て
書
写
さ
れ
た
遺
文
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
厳
重
に
格
護
さ
れ
、
他
に
例
を
見
な
い

程
の
点
数
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
、
大
い
に
誇
り
と
す
べ
き
で
あ
る
。

る
。
し
た
率

で
き
よ
う
。

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行

し
た
が
っ
て
化
他
の
た
め
の
書
写
で
あ
り
、
解
説
で
あ
る
か
ら
、
聖
人
の
遺
文
は
そ
の
す
べ
て
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
が

一
ハ
、

(銘）



に
つ
い
て
、

「
各
地
よ
り
檀
越
の
供
養
・
並
に
質
疑
に
対
し
て
其
時
々
に
為
人
悉
檀
の
益
を
得
せ
し
む
る
為
に
幾
多
の
法
義
を
説
き
て
之
を
教
益
す

る
等
殆
む
ど
寧
日
無
か
り
詮
酔

と
あ
り
、
更
に
前
記
日
朝
の
「
元
祖
化
導
記
」
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
記
録
に
残
さ
れ
た
上
か
ら
み
て
も
、
相
当
の
数
に
上
る
読
調
・

解
説
・
書
写
（
執
筆
）
の
量
に
な
る
が
、
記
録
以
外
に
も
教
化
の
た
め
の
講
説
・
著
述
書
、
又
は
個
人
的
な
信
仰
相
談
や
処
世
の
た
め
の

訓
誠
等
を
加
え
る
と
、
文
字
通
り
に
寧
日
な
き
年
月
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

夕

さ
ら
に
宝
前
で
の
勤
行
の
あ
と
、
日
天
に
向
っ
て
の
読
調
が
あ
り
、
朝
の
勤
行
は
総
体
で
「
二
時
」
に
も
及
ん
だ
と
す
る
の
で
、
起
床

時
間
も
早
朝
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
加
え
て
夕
勤
も
ま
た
方
便
・
寿
量
の
二
品
が
読
謂
さ
れ
、
唱
題
行

も
当
然
実
施
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
日
の
中
で
は
相
当
の
時
間
が
、
勤
行
に
つ
い
や
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
読
調

行
の
あ
い
ま
を
え
て
日
中
は
法
門
の
講
義
や
書
写
、
及
び
受
茶
羅
の
図
顕
等
に
時
を
大
切
に
し
つ
つ
す
ご
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し

た
定
時
の
日
課
の
他
に
「
昼
夜
朝
暮
の
行
学
」
に
つ
い
て
は
称
計
で
き
な
い
程
の
自
行
化
他
に
わ
た
る
行
事
が
あ
り
、
課
外
と
し
て
の
身

辺
周
辺
の
諸
雑
事
も
、
結
構
多
岐
に
わ
た
ら
れ
た
こ
と
が
推
察
し
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
身
延
山
史
」
に
よ
る
と
、
山
中
の
日
常
生
活

西
谷
の
草
庵
時
代
は
も
ち
ろ
ん
、
弘
安
四
年
の
秋
に
大
坊
・
小
坊
・
馬
舎
が
完
成
し
て
か
ら
も
、
仏
前
に
お
い
て
朝
夕
の
勤
行
が
実
施
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
日
一
巻
で
十
日
で
十
巻
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
十
巻
本
の
法
華
経
、
即
ち
開
結
二
経
を
含
め
て
読
調
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行
（
上
田
）

七
、
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さ
ら
に
病
疾
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
最
後
ま
で
教
化
を
怠
ら
ず
、
執
筆
に
講
説
に
日
を
送
ら
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
本
化
に
徹
し
た
生

活
で
あ
り
、
五
種
法
師
の
実
践
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
聖
人
自
身
は
こ
の
よ
う
に
五
種
の
如
説
修
行
を
、
通
常
の
日
課
と
さ

し
か
し
弘
安
四
年
に
至
る
と
、
い
よ
い
よ
病
状
も
進
行
し
春
頃
か
ら
秋
過
ぎ
冬
に
至
る
ま
で
、
食
欲
も
細
り
、
「
身
の
ひ
ゆ
る
事
石
の

ご
と
し
。
胸
の
つ
め
た
き
事
氷
の
ご
と
‐
題
」
と
い
う
状
態
に
至
っ
た
。
健
康
状
態
は
極
め
て
憂
慮
す
べ
き
も
の
と
な
り
書
信
の
返
信
を

出
す
こ
と
も
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
翌
五
年
の
正
月
に
は
、
「
す
で
に
読
経
の
こ
え
も
た
え
、
観
念
の
心
も
う
す
‐
種
」
と
い
う

衰
弱
が
増
し
、
日
課
を
進
め
る
の
も
困
難
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

春
を
迎
え
、
夏
の
猛
暑
に
耐
え
、
や
が
て
秋
を
感
ず
る
頃
、
聖
人
は
つ
い
に
九
年
間
住
み
馴
れ
た
身
延
山
を
下
り
、
常
陸
の
湯
へ
向
う

べ
く
、
病
身
を
く
り
か
げ
の
馬
に
托
し
て
出
発
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

最
晩
年
の
病
疾
に
あ
わ
れ
た
時
期
を
除
い
て
、
身
延
の
聖
人
は
、
表
面
上
の
状
況
は
遁
世
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
面
も
な
き
に
し
も
あ
ら

ず
で
あ
っ
た
が
、
実
質
上
は
あ
く
ま
で
仏
使
と
し
て
の
使
命
達
成
と
、
一
代
の
し
め
く
く
り
を
果
す
べ
く
、
五
種
法
師
の
実
践
に
専
ら
精

進
さ
れ
た
日
常
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
在
山
九
年
間
の
生
活
様
式
を
見
れ
ば
、
単
な
る
遁
世
の
日
常
で
も
、
世
捨
人
の
隠
遁
生
活
で
も
な

か
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行

こ
の
よ
う
な
日
課
は
、
も
ち
ろ
ん
健
康
な
状
態
の
時
に
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
聖
人
は
入
山
後
次
第
に
身
体
の
不
調
を
覚
え
る

シ
ム
コ
ト
（
”
）

よ
う
に
な
り
、
建
治
三
年
正
月
か
ら
半
年
の
間
、
「
連
連
此
病
無
し
息
」
と
い
う
状
態
に
あ
り
、
同
年
十
二
月
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の

「
は
ら
の
生
も
十
月
に
は
「
大
事
に
な
り
て
候
」
と
い
う
重
態
を
経
験
さ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
も
な
お
か
つ
日
課
を
で
き

る
限
り
実
行
し
つ
つ
、
四
十
人
乃
至
六
十
人
の
人
々
と
の
対
応
を
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
気
力
を
も
っ
て
病
を
制
し
、
信
行
に
精
進

(劉）



れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
檀
越
に
向
っ
て
は
専
ら
「
受
持
」
の
一
行
に
他
の
修
行
が
、
す
べ
て
含
ま
れ
る
と
し
、
唱
題
受

持
の
一
行
を
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
末
法
の
導
師
た
る
本
化
の
立
場
と
、
そ
の
本
化
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
檀
越
と
の
立

場
の
相
違
が
、
自
と
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
法
師
品
に
よ
れ
ば
、

「
若
善
男
子
善
女
人
於
法
華
経
乃
至
一
句
受
持
・
読
謂
・
解
説
・
書
写
種
種
供
養
経
巻
（
乃
至
）
当
知
此
人
是
大
菩
薩
成
就

（
聖

阿
簿
多
羅
三
貌
三
菩
提
哀
感
衆
生
願
生
此
間
広
分
別
妙
法
華
経
」

と
あ
る
ご
と
く
、
法
華
経
の
一
句
で
あ
っ
て
も
一
念
随
喜
の
者
は
、
悟
り
を
得
て
衆
生
を
救
う
た
め
に
此
の
世
界
に
願
っ
て
生
れ
、
法
華

経
を
広
布
す
る
者
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
右
の
文
に
続
い
て

「
若
善
男
子
善
女
人
我
滅
度
後
能
窺
為
一
人
説
法
華
経
乃
至
一
句
当
知
是
人
則
如
来
使
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
聖
人
自
身
ま
さ
し
く
「
如
来
使
」
と
し
て
の
自
覚
に
立
ち
、
身
延
で
の
日
常
生
活
は
こ
の
経
文
の
色
読
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
在
山
九
年
間
は
、
「
如
来
所
遣
」
で
あ
り
、
「
行
如
来
事
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
の
経
文
に
依
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
、
「
依
法
不
依
人
」
の
鉄
則
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
つ
ま
で
も
な
い
が
、
そ

の
「
法
」
は
、
「
我
所
説
諸
経
而
於
此
経
中
法
華
経
最
第
一
（
壁
と
い
う
真
実
の
経
典
が
、
自
ら
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
宝
塔

品
で
は
多
宝
如
来
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
聖
人
は
常
に
こ
の
「
最
第
一
の
経
典
」
で
あ
る
真
実
開
顕
の
教
法
を
所

依
と
し
て
、
す
べ
て
の
行
動
を
律
し
、
如
来
使
と
し
て
の
生
活
に
徹
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
五
種
法
師
の
各
行
も
「
行
如
来

事
」
で
あ
り
、
晩
年
の
九
年
間
も
「
如
来
所
遣
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

「
此
経
開
二
方
便
門
一
示
二
真
実
相
一
是
法
華
経
蔵
深
固
幽
塗

此
等
の
経
文
は
聖
人
に
と
っ
て
、
そ
の
思
想
と
行
動
の
根
底
を
な
す
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
報
恩
抄
』

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行
（
上
田
）

(35）



に
「
人
ぶ
（
夫
）

生
僧
が
居
住
し
、

が
推
察
さ
れ
る
。

「
よ
る
（
夜
）
ひ
（
火
）
を
と
ぼ
さ
ね
ど
も
、
月
の
ひ
か
り
に
て
聖
教
を
よ
み
ま
い
ら
せ
、
わ
れ
と
御
経
を
ま
き
（
巻
）
ま
い
ら
せ
候

は
ね
ど
も
、
風
を
の
づ
か
ら
ふ
き
か
へ
（
吹
返
）
し
ま
い
ら
せ
隆

昼
間
の
講
説
に
続
い
て
、
夜
間
も
こ
の
祖
書
に
見
ら
れ
る
如
く
、
聖
教
を
読
調
し
、
経
巻
を
繕
く
と
い
う
生
活
は
、
月
の
光
と
谷
風
を
頼

り
に
、
大
自
然
の
中
で
の
日
常
で
、
聖
者
の
心
境
は
ま
さ
に
霊
山
浄
土
に
お
け
る
悟
り
の
境
界
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
祖
書
の
中

に
「
人
ぶ
（
夫
）
な
く
し
て
が
く
し
や
う
ど
も
（
学
生
共
）
を
せ
め
」
と
も
あ
る
の
で
、
当
時
の
西
谷
に
は
聖
人
を
囲
ん
で
何
人
か
の
学

生
僧
が
居
住
し
、
教
化
に
浴
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
な
が
ら
解
説
行
や
書
写
行
が
実
修
さ
れ
、
読
調
行
も
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と

メ
ク

レ

「
法
華
経
の
法
師
品
に
釈
迦
如
来
金
口
の
誠
言
を
も
て
五
十
餘
年
の
一
切
経
の
勝
劣
を
定
て
云
（
乃
至
）
法
華
経
に
勝
た
る
経
あ
り
と

い
は
ん
人
は
、
設
い
か
な
る
人
な
り
と
も
誇
法
は
兎
れ
じ
と
見
え
て
蝿
」

ト
ヒ

と
見
え
る
如
く
で
あ
る
。
法
師
品
の
「
巳
今
当
」
の
文
を
引
い
て
、
法
華
経
よ
り
勝
れ
た
経
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
論
究
し
て
い
る
。

か
く
し
て
身
延
で
の
生
活
は
、
釈
尊
所
説
中
最
第
一
の
経
典
を
、
受
持
・
読
謂
し
、
解
説
・
書
写
す
る
こ
と
の
功
徳
と
、
そ
の
甚
深
な

る
意
義
を
説
く
と
同
時
に
、
自
ら
実
践
し
て
生
涯
の
し
め
く
く
り
を
果
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
』

「
命
を
期
と
し
て
法
華
経
計
を
た
の
み
褒
腱
ぎ

り

と
い
う
生
活
は
、
文
字
通
り
に
命
が
け
で
の
法
華
経
受
持
で
あ
り
、
法
華
信
仰
に
徹
し
た
日
常
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え

ト
《
も
勺
〃
。

に
よ
る
と
、

弘
安
四
年
十
一
月
十
五
日
の
『
上
野
尼
御
前
御
返
事
』
に
よ
れ
ば
、
題
目
の
意
義
と
そ
の
書
写
の
功
徳
に
つ
い
て
、
漢
土
に
お
け
る
烏

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行
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龍
の
例
を
引
き
、
詳
述
し
て
い
る
が
、
法
華
経
題
目
の
口
唱
と
書
写
が
如
何
に
大
事
で
あ
る
か
を
説
示
し
た
も
の
で
あ
壷

こ
の
よ
う
に
晩
年
に
至
る
ま
で
、
五
種
法
師
の
各
行
を
、
自
ら
も
修
し
他
に
も
勧
奨
さ
れ
た
こ
と
は
、
「
如
来
使
」
と
し
て
「
如
来
の

事
を
行
ず
る
」
と
い
う
日
常
生
活
の
現
れ
で
あ
り
、
法
師
品
の
所
説
を
実
践
さ
れ
、
「
衣
・
座
・
室
」
の
三
軌
を
色
読
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
「
本
化
」
の
使
命
を
果
し
続
け
た
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
前
述
の
如
く
「
導
師
」
と
し
て
の
自
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
聖
人
自
身
は
五
種
を
最
晩
年
に
至
る
ま
で
、
健
康
の
許
す
限
り
実
践
さ
れ
た
が
、
檀
越
に
向
っ
て
は
「
唱
題
受
持
の
一
行
」
の
中
に
、

す
べ
て
五
種
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

「
法
華
経
を
受
持
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
る
、
即
五
種
の
修
行
を
具
足
す
る
な
ｈ
篭
」

ケ
チ

フ

と
あ
り
、
唱
題
受
持
一
行
の
中
に
す
べ
て
の
行
を
集
約
し
、
こ
の
一
行
を
も
っ
て
五
種
の
修
行
を
す
べ
て
兼
ね
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
五
種
の
各
行
を
実
践
し
な
く
と
も
、
唱
題
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
唱
題
に
勝
る
行
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
一
閻
浮
提
一
同
に
入
ご
と
に
有
智
無
智
を
き
ら
は
ず
、
一
同
に
他
事
を
す
て
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
建
髭
」

と
あ
っ
て
、
こ
の
一
行
以
外
に
末
法
の
衆
生
の
成
仏
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
聖
人
は
、
前
述
の
如
く
、
自
身
は
法

師
品
の
五
種
を
、
身
延
に
お
け
る
日
常
の
信
仰
生
活
で
、
忠
実
に
色
読
し
な
が
ら
も
、
檀
越
に
向
っ
て
は
、
専
ら
唱
題
の
一
行
の
中
に
、

こ
の
五
種
を
含
め
て
、
こ
れ
を
修
す
べ
き
こ
と
を
勧
奨
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
聖
人
は
末
法
の
導
師
と
し
て
、
「
如
来
使
」
の
立
場
か
ら
、
自
身
の
行
に
つ
い
て
五
種
を
実
践
し
、
そ
の
責
任
を
果
し
つ
つ
、

（
㈹
）

門
下
に
対
し
て
は
最
も
実
行
し
易
い
「
唱
題
」
に
要
約
し
て
、
「
具
足
の
妙
行
」
と
し
、
「
末
代
幼
稚
の
頚
に
懸
け
さ
し
め
」
ら
れ
た
こ
と

に
な
る
。
聖
人
の
身
延
在
山
九
年
の
生
活
か
ら
、
こ
の
こ
と
が
判
然
と
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
聖
人
の
崇
高
な
如
来
使
と
し
て
の
生
き
方

に
な
る
。
聖
人
の
身
迂

が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行
（
上
田
）

(37）



最
後
に
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
如
来
使
と
し
て
の
信
行
生
活
、
即
ち
如
説
修
行
の
五
種
法
師
実
践
と
同
時
に
、
人

間
と
し
て
の
日
常
生
活
の
一
面
も
、
ま
た
当
然
な
が
ら
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
如
来
使
と
し
て
の
自
覚
に
立
っ
て
、
弟
子
や
檀

越
を
教
化
し
つ
つ
、
読
調
行
や
解
説
行
を
実
践
さ
れ
た
純
粋
に
宗
教
の
「
聖
」
の
時
間
帯
と
、
人
間
と
し
て
の
日
常
に
お
け
る
「
聖
を
離

れ
た
」
時
間
帯
が
、
一
日
の
中
に
も
必
然
的
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
聖
人
に
限
ら
ず
、
宗
教
者
に
と
っ
て
は
一
般
に
共
通
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
聖
人
の
場
合
を
推
察
す
る
と
、

西
谷
の
草
庵
で
「
釈
迦
仏
・
法
華
経
」
の
御
宝
前
に
在
っ
て
、
昼
夜
に
読
経
さ
れ
る
と
い
う
「
聖
な
る
場
所
」
と
「
聖
な
る
時
間
」
に
あ
っ

て
は
、
「
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
分
身
の
諸
仏
」
も
こ
の
殉
り
に
来
集
さ
れ
た
「
霊
山
浄
土
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
信
行
を
通
し
た
「
悟
り

て
は
、
「
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
分

ま
た
仏
に
代
っ
て
法
を
説
く
場
合
も
、
そ
の
場
は
す
べ
て
「
仏
の
国
土
」
と
し
て
顕
現
さ
れ
、
聖
人
の
住
所
は
即
是
道
場
と
し
て
、
霊

山
往
詣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
「
行
如
来
事
」
の
行
者
の
住
所
は
浄
土
で
あ
り
、
「
聖
」
の
場
所
と
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
さ

に
「
霊
山
浄
土
に
詣
て
三
仏
」
と
倶
に
在
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
「
聖
」
の
場
と
時
間
に
対
し
て
、
日
常
の
一
般
的
な
生
活
の
時
間
は
、
同
一
の
場
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
別
の
場
と
時
間
と
し

て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
聖
人
が
同
じ
身
延
を
「
八
寒
地
獄
の
業
を
身
に
っ
ぐ
の
へ
ｈ
麺
」
と
い
わ
れ
た
の
は
、
人
と

し
て
の
日
常
生
活
中
に
お
け
る
寒
苦
の
状
況
を
、
そ
の
ま
ま
素
直
に
表
現
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
弟
子
や
檀
越
と
一
緒
に
、

悦
び
楽
し
み
、
又
悲
し
み
涙
を
流
し
て
嘆
き
合
っ
た
人
間
味
豊
か
な
時
間
を
す
ご
さ
れ
た
場
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
、
宗
教
的

の
世
界
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行

八
、

(38）



そ
こ
に
ま
た
事
の
一
念
三
千
の
法
門
に
よ
っ
て
、
霊
山
往
詣
も
、
娑
婆
即
寂
光
も
顕
現
し
、
通
一
仏
土
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
聖

人
の
在
山
九
年
間
は
ま
さ
に
そ
の
た
め
の
実
践
を
さ
れ
た
日
常
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

実
践
（
如
説
修
行
）
の
時
間
帯
と
、
そ
れ
以
外
の
人
間
的
な
時
間
帯
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
同
一
の
身
延
山
を
、
八
寒
地
獄
の
業
と
み
る
場
合
と
、
霊
山
浄
土
の
殉
り
と
み
な
す
場
合
と
で
、
矛
盾
し
た
み
か
た
の
よ

う
で
あ
る
が
、
一
人
の
宗
教
者
の
純
粋
に
宗
教
的
な
時
間
帯
と
、
そ
れ
以
外
の
時
間
帯
に
お
け
る
み
か
た
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
聖
者
と
し
て
の
面
と
、
人
間
と
し
て
の
一
面
と
が
一
体
と
な
っ
て
、
身
延
期
の
九
年
間
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
両
面
は
二
に
し

て
一
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
一
に
し
て
二
で
あ
っ
た
。
例
え
れ
ば
一
枚
の
紙
の
両
面
を
な
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
時
に

随
っ
て
聖
者
の
面
が
表
に
現
れ
、
人
間
と
し
て
の
一
面
が
裏
に
な
り
、
ま
た
時
に
は
人
間
的
な
面
が
表
と
な
っ
て
、
聖
者
と
し
て
の
面
が

裏
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
面
が
各
別
に
存
在
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
不
離
で
あ
り
な

が
ら
も
時
に
依
っ
て
表
裏
の
関
係
と
し
て
現
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

尚
、
人
間
的
な
一
面
と
し
て
、
西
谷
で
孤
独
な
清
貧
に
甘
じ
た
生
活
に
つ
い
て
は
、
「
無
始
以
来
の
罪
障
を
消
滅
さ
せ
、
三
業
の
悪
を

転
じ
て
三
徳
を
成
ず
る
た
め
」
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
み
か
た
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
論
究
を
済
ま

せ
て
い
る
の
竃
本
論
で
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
晩
年
の
生
活
は
、
一
つ
に
は
宗

教
者
と
し
て
「
如
来
使
」
の
立
場
を
と
ら
れ
、
如
来
の
事
を
行
じ
つ
つ
、
ま
た
如
説
修
行
の
本
化
菩
薩
行
を
実
践
さ
れ
、
他
方
に
あ
っ
て

は
そ
れ
以
外
の
人
間
的
な
日
常
生
活
者
と
し
て
の
一
面
を
持
ち
、
こ
の
両
面
一
体
と
な
っ
て
の
時
間
と
場
所
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行
（
上
田
）
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【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

日
蓮
聖
人
・
如
説
修
行
・
身
延
山
・
霊
山
往
詣

〔
註
〕（

１
）
報
恩
抄
定
遺
一
二
三
九
頁

（
２
）
拙
諸
「
日
蓮
聖
人
身
延
入
山
の
研
究
」
雪
日
蓮
教
団
の
諸
問
題
」
平
楽
寺
書
店
刊
）
参
照
。

（
３
）
報
恩
抄
定
遺
一
二
四
○
頁

（
４
）
四
条
金
吾
殿
御
返
事
同
一
八
○
○
頁

（
５
）
ロ
国
諺
三
三
シ
勺
シ
ロ
シ
（
「
真
理
の
こ
と
ば
』
岩
波
版
十
九
章
二
五
七
）

（
６
）
報
恩
抄
定
遺
二
九
四
頁

（
７
）
立
正
安
国
論
同
二
○
九
頁

（
８
）
神
力
品
大
正
蔵
九
’
五
二

（
９
）
松
野
殿
女
房
御
返
事
定
遺
一
六
五
一
頁

（
皿
）
真
蹟
は
三
島
市
妙
法
華
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
行
間
に
天
台
三
大
部
を
始
め
、
諸
経
論
釈
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
講
義
の
際
の
テ
キ

ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
、
）
忘
持
経
事
定
遺
二
五
一
頁

（
吃
）
曽
谷
殿
御
返
事
同
一
六
六
四
頁

（
過
）
四
条
金
吾
殿
御
返
事
同
一
八
○
一
頁

（
皿
）
飢
渇
が
常
習
化
し
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
地
元
の
波
木
井
氏
や
富
士
近
辺
の
檀
越
か
ら
の
御
供
養
等
の
外
に
、
参
集
者
自
身
も
食
糧
を
持

参
し
て
来
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
喝
）
松
野
殿
御
返
事
定
遺
一
二
六
四
頁

（
略
）
秋
元
御
書
定
遺
一
七
四
○
頁

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行
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尚
、
「
烏
龍

し
て
い
る
。

新
池
殿
御
消
息
定
遺
一
六
四
四
頁

兵
衛
志
殿
御
返
事
同
一
六
○
六
頁

庵
室
修
復
書
同
一
四
一
○
頁

拙
論
「
身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
教
学
」
（
『
仏
教
学
論
集
」
中
村
瑞
隆
博
士
古
稀
記
念
論
集
・
春
秋
社
刊
）
を
参
照
。

富
木
殿
御
書
定
遺
八
○
九
頁

報
恩
抄
に
は
下
山
で
き
な
い
理
由
を
記
し
て
い
る
。
（
定
遺
一
二
四
○
頁
）

四
条
金
吾
殿
御
返
事
定
遺
一
八
○
一
頁

地
引
御
替
同
一
八
九
四
頁

『
元
祖
化
導
記
」
下
巻
四
一

『
身
延
山
史
」
一
三
頁

阿
仏
房
御
返
事
定
遺
一
五
○
八
頁

兵
衛
志
殿
御
返
事
同
一
六
○
六
頁

上
野
殿
母
尼
御
前
御
返
事
同
一
八
九
七
頁

春
初
御
消
息
同
一
九
○
八
頁

法
師
品
大
正
蔵
九
’
一
六
五

法
師
品
大
正
蔵
九
’
一
六
五

法
師
品
大
正
蔵
九
’
一
六
六
頁

報
恩
抄
定
遺
二
九
六
頁

種
種
御
振
舞
御
書
同
九
八
六
頁

庵
室
修
復
醤
同
一
四
二
頁

上
野
殿
御
前
御
返
事
同
一
八
九
一
頁

一
、
「
烏
龍
が
子
の
遺
寵
が
瞥
け
る
法
華
経
八
巻
の
題
目
」
に
つ
い
て
は
法
蓮
紗
（
定
遺
九
四
八
頁
）
等
に
も
見
ら
れ
る
。
書
写
の
功
徳
を
説
示

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行
（
上
田
）

(奴）



へへへへへ

4241403938
ーーーーー

身
延
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
如
説
修
行

日
女
御
前
御
返
事
定
遺
一
三
七
七
頁

報
恩
抄
同
一
二
四
八
頁

観
心
本
尊
抄
同
七
二
○
頁

秋
元
御
書
同
一
七
四
○
頁

身
延
山
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
『
所
報
』
創
刊
号
六
四
頁
以
降
の
拙
論
を
参
照
。

(銘）


