
平
成
十
一
年
一
月
十
九
日
最
終
講
義

皆
様
、
ご
苦
労
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
ん
が
り

最
終
講
義
も
四
人
目
と
い
う
こ
と
で
、
殿
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
最
終
講
義
の
中
の
最
終
講
義
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
「
観
心
本
尊
抄
』
の
｛
本
尊
段
】
の
講
義
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
、
法
衣
清
用
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

お
手
元
に
資
料
が
お
配
り
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
「
観
心
本
尊
抄
」
に
つ
い
て
は
、
ご
存
じ
の
方
々
ば
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
正

確
に
は
「
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
」
で
す
。
あ
ま
り
長
い
の
で
略
し
て
「
観
心
本
尊
抄
」
。
も
っ
と
略
し
て
、
た
だ
「
本
尊

抄
」
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

昔
の
こ
と
を
言
う
と
笑
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
大
学
が
祖
山
学
院
あ
る
い
は
檀
林
な
ど
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
時
代
の

話
を
聞
い
て
み
ま
す
と
、
こ
の
「
本
尊
抄
」
の
講
義
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
大
学
で
最
高
学
年
に
な
ら
な
い
と
受
講
で

き
な
い
と
い
う
ふ
う
に
昔
か
ら
言
わ
れ
て
、
我
々
の
先
輩
は
そ
の
様
に
し
て
き
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
私
が
こ
の
学
校
へ
初
め
て
入
り
ま

し
た
の
は
、
「
祖
山
中
学
」
・
「
身
延
山
専
門
学
校
」
と
言
わ
れ
て
い
る
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
旧
制
の
専
門
学
校
で
も
、
や
は
り
、

最
高
学
年
に
な
ら
な
い
と
「
本
尊
抄
」
が
受
講
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
何
故
か
と
言
う
と
、
こ
の
「
本
尊
抄
」
は
皆
様
も

『
観
心
本
尊
抄
』
の
【
本
尊
段
】
に
っ
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よ
く
ご
存
じ
の
通
り
、
お
書
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
日
蓮
聖
人
ご
自
身
が
「
副
状
」
の
中
で
「
こ
の
書
は
難
多
く
し
て
答
え
少
な
し
。
未
聞

こ
と
な
れ
ば
云
々
」
と
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
本
尊
抄
」
を
読
み
こ
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
の
素
養
が
な

い
と
読
み
こ
な
せ
な
い
わ
け
で
す
。
早
い
話
が
「
本
尊
抄
」
の
頁
を
開
い
て
み
ま
す
と
最
初
に
ま
ず
、
「
摩
訶
止
観
」
が
出
て
く
る
わ
け

で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、
天
台
学
の
素
養
が
な
い
と
「
本
尊
抄
」
は
最
初
か
ら
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
天
台
の
三

大
部
に
つ
い
て
、
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
な
い
と
、
い
き
な
り
「
本
尊
抄
」
へ
入
り
ま
し
て
も
冒
頭
か
ら
も
う

わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
先
、
な
か
な
か
読
ん
で
も
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
上
に
、
ご
承
知
の

通
り
「
本
尊
抄
」
と
い
う
御
書
は
全
文
が
漢
文
体
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
書
き
下
し
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
漢
文
の
読
め

る
人
で
な
い
と
解
読
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
尚
か
つ
、
御
真
筆
の
「
本
尊
抄
」
を
拝
見
し
て
み
ま
す
と
、
漢
文
体
の

上
に
白
文
な
ん
で
す
。
現
在
、
御
真
筆
は
中
山
の
法
華
経
寺
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
原
本
を
拝
見
し
て

み
ま
す
と
送
り
仮
名
も
返
り
点
も
つ
い
て
い
な
い
、
ま
っ
た
く
の
白
文
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
昔
の
人
は
、
「
本
尊
抄
」
を
学
ぶ
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
な
か
な
か
読
む
だ
け
で
も
精
一
杯
で
、
ど
う
読
ん
で
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
所
が
多
々
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ

う
い
う
こ
と
で
「
昭
和
定
本
」
は
読
み
や
す
い
よ
う
に
「
返
り
点
」
や
「
送
り
仮
名
」
が
つ
け
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
学
生
諸
君

の
中
に
は
、
御
真
筆
も
そ
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
御
真
筆
本
は
、
返
り
点
も
送
り
仮
名

も
つ
い
て
い
な
い
真
更
の
白
文
で
、
漢
字
だ
け
が
並
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
為
に
実
は
後
世
に
な
っ
て

か
ら
読
み
方
が
、
学
者
に
よ
っ
て
多
少
違
う
点
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
早
い
話
が
、
こ
の
「
題
号
」
に
つ
き
ま
し
て
も
「
如
来
滅
後
五

五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
」
で
す
が
、
こ
の
題
号
の
読
み
方
さ
え
も
三
通
り
も
四
通
り
も
の
読
み
方
が
分
か
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う

し
ま
す
と
、
読
み
方
が
違
え
ば
意
味
が
多
少
違
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
如
来
滅
後
心
の
本
尊
を
観
ず
る
御
書
」
と
言
う
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読
み
方
と
。
「
観
心
と
本
尊
の
御
書
」
あ
る
い
は
、
「
心
を
観
じ
て
本
尊
と
す
る
御
書
」
と
す
る
と
読
み
方
が
み
な
違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
微
妙
に
意
味
合
い
も
違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
今
一
例
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
題
号
だ
け
さ
え
も
三
通
り
も
四
通
り
も
の

読
み
方
が
あ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
、
学
者
の
間
で
異
説
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
先
程
、
町
田
先
生
が
見
方
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
違

う
と
い
う
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
読
み
方
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
違
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
こ
の
「
本
尊
抄
」
と
い
う
の
は
、
大
変
「
難
多
く
し
て
答
え
少
な
し
」
御
執
筆
に
な
ら
れ
た
ご
本
人
の
日

蓮
聖
人
ご
自
身
が
、
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
、
難
解
難
入
の
御
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
と
思

い
ま
す
。
尚
か
つ
「
副
状
」
を
読
ん
で
ま
い
り
ま
す
と
、
「
設
い
他
見
に
及
ぶ
と
も
三
人
四
人
座
を
並
べ
て
読
む
こ
と
な
か
れ
。
」
と
あ
り

ま
す
。
こ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
、
大
学
の
教
室
で
三
○
人
・
四
○
人
を
相
手
に
講
義
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
て
の
外
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
一
対
一
で
昔
は
師
匠
か
ら
弟
子
へ
の
講
義
が
行
わ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
現
在

の
世
の
中
で
、
ぞ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
で
は
大
学
の
授
業
に
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
三
人
四
人
座

を
列
ね
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
○
人
・
三
○
人
座
を
列
ね
て
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
の

で
あ
り
ま
す
が
、
本
来
の
趣
旨
か
ら
い
く
と
、
そ
う
い
う
非
常
に
取
り
扱
い
方
の
上
か
ら
い
っ
て
も
難
し
い
御
普
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
日
蓮
聖
人
が
心
を
込
め
て
お
書
き
に
な
ら
れ
た
御
書
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

今
か
ら
七
二
七
年
程
前
、
文
永
十
年
大
歳
癸
酉
、
「
卯
月
」
と
い
う
の
は
四
月
の
こ
と
で
、
そ
の
二
五
日
に
「
本
尊
抄
」
が
出
来
上
が
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
翌
日
二
六
日
に
「
副
状
」
が
出
来
上
が
り
ま
し
て
、
直
接
の
相
手
は
、
富
木
常
忍
、
大
田
・
曽
谷
と
い
う
方
々
が
直
接

の
対
告
衆
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
、
そ
う
い
う
方
々
を
通
し
て
門
下
に
広
く
与
え
ら
れ
た
日
蓮
教
学
の
根
幹
を
な
す
御
普
だ
と
い
う
ふ
う

に
も
な
り
ま
す
。
古
来
、
「
開
本
の
両
抄
」
と
い
わ
れ
て
、
「
開
目
抄
」
と
「
本
尊
抄
」
は
御
普
の
中
で
も
特
に
重
要
な
御
普
と
さ
れ
て
い
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る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
永
年
に
わ
た
っ
て
本
尊
抄
の
講
義
を
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。
大
学
で
は
正
式
科
目
名
称
が
、

「
祖
書
学
」
と
い
う
の
で
す
。
「
祖
書
学
」
で
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
こ
の
「
本
尊
抄
」
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

お
手
元
の
資
料
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
お
わ
か
り
の
と
お
り
で
す
が
、
こ
れ
は
「
昭
和
定
本
」
の
七
一
二
頁
で
す
。
御
書
番
号
が
一

一
八
番
で
す
。
二
八
番
目
に
お
書
き
に
な
っ
た
御
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
が
立
正
大
学
で
初
め
て
「
観
心
本
尊
抄
」

の
講
義
を
聞
い
た
の
が
、
望
月
歓
厚
博
士
の
「
本
尊
抄
」
で
あ
り
ま
し
た
。
な
ん
と
、
一
学
期
間
は
題
号
釈
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
。
こ
れ
の
分
だ
と
一
年
間
で
終
わ
る
の
だ
ろ
う
か
と
心
配
に
な
り
ま
し
た
。
延
々
と
一
学
期
間
の
授
業
は
「
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観

心
本
尊
抄
」
と
い
う
こ
れ
だ
け
の
題
号
で
終
わ
り
ま
し
た
。
一
学
期
の
テ
ス
ト
が
題
号
に
つ
い
て
と
、
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
題
号
を
講

義
す
る
だ
け
で
一
学
期
か
か
っ
た
と
い
う
く
ら
い
で
す
か
ら
、
本
当
は
一
年
で
「
本
尊
抄
」
を
全
部
講
義
す
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
わ
け
で
す
ね
。
最
近
の
中
学
や
高
等
学
校
で
は
英
語
は
必
須
科
目
で
、
ど
う
し
て
も
取
ら
な
い
と
卒
業
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
と
こ

ろ
が
漢
文
は
ど
っ
ち
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
古
典
の
と
こ
ろ
に
ち
ょ
っ
と
李
白
の
漢
詩
が
出
て
く
る
程
度
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
受
講
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
と
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
そ
ん
な
状
態
で
す
。
で
す
か
ら
、
漢
文
が
読
め
る

人
と
い
う
の
は
大
学
に
入
っ
て
き
て
も
、
な
か
な
か
無
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
じ
ゃ
、
そ
の
分
英
語
が
皆
上
達
し
て
い
る
か
と
い
う

と
、
ど
う
も
、
そ
の
わ
り
に
は
「
英
語
の
方
も
苦
手
だ
。
漢
文
は
な
お
さ
ら
苦
手
だ
。
」
と
い
う
こ
と
で
日
本
人
は
ど
う
な
っ
ち
ゃ
う
の

か
心
配
で
す
。
ち
ょ
っ
と
話
が
横
道
に
そ
れ
ま
し
た
が
そ
ん
な
感
じ
が
す
る
わ
け
で
、
漢
文
が
現
代
人
に
は
漢
字
ア
レ
ル
ギ
ー
と
か
言
っ

て
、
見
た
だ
け
で
ブ
ッ
プ
ッ
が
出
る
な
ん
て
そ
う
い
う
く
ら
い
で
す
か
ら
、
ま
ず
、
読
み
方
の
方
の
練
習
か
ら
入
っ
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
と
て
も
一
年
間
で
「
観
心
本
尊
抄
」
を
読
み
こ
な
す
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
困
難
で

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
一
気
に
大
事
な
こ
と
だ
け
を
読
ん
で
い
く
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
「
本
尊
抄
」
の
中
で
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特
に
大
事
な
と
こ
ろ
と
い
う
と
、
ご
存
じ
の
通
り
資
料
の
一
行
目
の
下
の
方
に
あ
り
ま
す
。
「
今
本
時
ノ
娑
婆
世
界
」
と
い
う
ど
な
た
で

も
よ
く
ご
存
じ
の
一
段
で
四
十
五
字
の
法
体
段
が
出
て
参
り
ま
す
。
こ
の
四
十
五
字
法
体
段
は
皆
暗
記
で
言
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
け
れ
ど
も
「
今
本
時
ノ
娑
婆
世
界
ハ
三
災
ヲ
離
し
四
劫
ヲ
出
ダ
ル
常
住
ノ
浄
土
ナ
リ
。
」
今
本
時
と
い
う
の
が
喧
し
く
言
わ
れ
ま

す
け
れ
ど
も
、
釈
尊
に
よ
っ
て
悟
り
が
開
き
あ
ら
わ
さ
れ
た
本
時
と
い
う
絶
対
の
時
間
に
開
き
あ
ら
わ
さ
れ
た
娑
婆
世
界
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
世
界
は
根
本
の
災
い
で
あ
る
三
災
四
劫
。
す
な
わ
ち
火
災
・
空
災
・
水
災
、
な
ど
。
こ
れ
に
は
他
の
説
、
刀
兵
災
・
病
疾
災
・

飢
餓
災
も
あ
る
よ
う
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
の
も
超
克
し
、
ま
た
四
劫
と
い
わ
れ
る
成
劫
・
住
劫
・
壊
劫
・
空
劫
と
い
っ
た
専
門
的
に

色
々
な
語
句
が
出
て
き
ま
す
が
そ
う
い
う
も
の
を
超
克
し
た
永
遠
の
浄
土
、
そ
れ
を
「
今
本
時
」
の
「
娑
婆
世
界
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
久
遠
実
成
の
教
主
釈
尊
は
、
も
は
や
過
去
に
お
い
て
も
入
滅
す
る
こ
と
な
く
、
将
来
の
世
に
お
い
て
も
生
ま
れ
変
わ
る
よ
う

な
こ
と
な
い
。
つ
ま
り
常
住
不
変
で
あ
る
。
生
滅
変
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
佛
既
二
過
去
ニ
モ
減
セ
ズ
未
来
ニ
モ
生
セ
ズ
。
所

化
以
テ
同
膿
ナ
リ
。
」
と
は
こ
の
教
え
を
受
け
る
者
も
そ
の
永
遠
の
釈
尊
と
同
体
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
こ
と
を
「
此
即
己
心

ノ
三
千
具
足
三
種
ノ
世
間
也
。
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
我
々
自
身
の
心
に
三
千
の
法
界
が
そ
な
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
三

種
の
世
間
と
は
、
国
土
世
間
、
衆
生
世
間
・
五
蕊
世
間
と
い
う
三
世
間
を
同
時
に
そ
な
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
四
十
五

字
法
体
段
は
、
詳
し
く
説
明
す
る
と
そ
れ
だ
け
で
、
ま
た
大
変
な
時
間
が
か
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
大
旨
に
な
っ
て
い
る
の
で

こ
の
四
十
五
字
法
体
段
は
、
迩
門
十
四
品
に
は
未
だ
こ
れ
を
説
い
て
い
な
い
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
法
華
経
の
内
に
於
い
て
も
時

機
未
熟
の
故
で
あ
る
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
、
こ
こ
が
問
題
な
ん
で
す
。
「
此
本
門
ノ
肝
心
南
無
妙
法
蓮
華
経
ノ
五
字
二
於
テ
ハ
」
と
、
あ

り
ま
す
か
ら
、
四
十
五
字
の
法
体
段
は
、
い
わ
ゆ
る
我
々
末
世
の
衆
生
が
仏
に
な
る
為
の
原
理
と
い
う
こ
と
に
な
る
ま
す
。
原
理
と
い
う

あ
り
ま
す
。
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言
葉
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
ん
で
す
が
、
他
に
言
葉
が
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
原
理
と
も
い
う
べ
き
「
事
の
一
念
三
千
」
の
法
門
を
、

こ
れ
を
「
肝
心
の
法
門
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
四
十
五
字
の

法
体
段
は
本
門
の
肝
心
で
あ
り
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
「
佛
猶
文
殊
薬
王
等

ニ
モ
付
属
シ
タ
マ
ハ
ズ
。
何
二
況
ヤ
其
ノ
已
下
ヲ
ヤ
」
。
文
殊
薬
王
と
い
う
の
は
、
迩
化
他
方
来
の
諸
菩
薩
と
い
う
ん
で
す
か
ら
娑
婆
世

界
以
外
の
国
か
ら
お
い
で
に
な
っ
た
お
客
様
の
菩
薩
で
あ
る
。
そ
う
い
う
方
々
に
付
属
し
て
な
い
、
「
況
ャ
其
ノ
已
下
ヲ
ヤ
。
但
地
涌
千

界
ヲ
召
シ
テ
八
品
ヲ
説
テ
コ
レ
ヲ
付
属
シ
タ
マ
フ
」
。
地
涌
千
界
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昨
日
、
望
月
先
生
が
お
話
下
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
地
涌
千
界
」
つ
ま
り
、
上
行
・
無
辺
行
・
浄
行
・
安
立
行
と
い
っ
た
本
化
の
四
大
菩
薩
が
涌
出
品
に
は
じ
め
て
登
場
し
て
き
ま
す
。
こ

の
菩
薩
方
を
召
し
出
し
て
本
門
の
八
品
、
即
ち
涌
出
品
第
十
五
か
ら
十
六
・
十
七
・
十
八
・
十
九
・
二
○
・
二
一
・
二
二
品
嘱
累
品
ま
で

で
す
ね
。
こ
れ
を
本
門
八
品
と
い
い
ま
す
。
こ
の
八
品
の
間
に
地
涌
の
菩
薩
に
こ
れ
を
付
属
せ
ら
れ
た
。
特
に
神
力
品
で
あ
り
ま
す
。
事

の
一
念
三
千
、
本
門
の
肝
心
は
地
涌
の
菩
薩
方
の
み
に
付
属
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
が
こ
こ
の
説
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
こ
で
、
そ
の
次
が
『
本
尊
段
」
で
す
。
い
よ
い
よ
『
本
尊
段
」
に
入
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
本
日
の
私
の
テ
ー
マ
は
、
こ

の
「
本
尊
段
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
「
八
十
九
字
本
尊
段
」
、
昔
か
ら
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
の
一
番
最

初
の
「
其
本
尊
ノ
爲
鼈
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
其
」
と
い
う
一
字
だ
け
な
の
で
す
が
、
実
は
こ
の
「
其
」
の
一
字
に
実
は
深
い
意
味
が

あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
、
四
十
五
字
法
体
段
が
、
「
三
種
の
世
間
也
」
で
お
わ
っ
て
、
そ
の
あ
と
で
「
そ

の
本
尊
の
て
い
た
ら
く
」
か
ら
本
尊
段
が
は
じ
ま
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
法
体
段
と
本
尊
段
が
区
切
れ
て
別
々
の
も
の
で
あ
る
と
、

う
っ
か
り
す
る
と
考
え
が
ち
な
ん
で
す
ね
。
四
十
五
字
法
体
段
が
こ
こ
で
終
わ
っ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
、
「
本
尊
段
」
に
入
る
の
だ
。

と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
で
一
端
途
切
れ
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
に
な
る
の
で
す
が
、
御
遺
文
を
忠
実
に
読
ん
で
見
ま
す
と
、
「
其
本
尊
ノ
」
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と
い
う
「
其
」
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
四
十
五
字
法
体
段
の
事
の
一
念
三
千
。
本
門
の
肝
心
南
無
妙
法
連
華
経
の
五
字
を
受
け
て
、

其
本
尊
の
て
い
た
ら
く
と
続
く
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
皆
繋
が
っ
て
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
「
法
体
段
」
と
『
本
尊
段
』
は
、
別
々
の

も
の
で
は
な
い
。
繋
が
っ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
「
其
」
と
い
う
一
字
が
あ
っ
て
「
其
本
尊
」
と
い
う
の
は
前
の
段
を
受

け
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
「
爲
禮
」
こ
れ
は
相
貌
、
形
で
す
ね
。
そ
の
形
は
、
「
本
師
ノ
娑
婆
ノ
上
二
街
塔
空
二
居
シ
塔
中
ノ
妙

法
蓮
華
経
の
左
右
ニ
釈
迦
牟
尼
佛
・
多
寶
佛
・
釈
尊
ノ
脇
士
上
行
等
ノ
四
菩
薩
文
殊
彌
勒
等
ノ
四
菩
薩
ハ
春
馬
ト
シ
テ
末
座
二
居
シ
迩

化
・
他
方
ノ
大
小
ノ
諸
菩
薩
ハ
萬
民
ノ
大
地
二
虚
シ
テ
雲
閣
月
卿
ヲ
見
ル
ガ
如
シ
。
十
方
ノ
諸
佛
ハ
大
地
ノ
上
二
虚
シ
タ
マ
フ
。
迩
佛
迩

土
ヲ
表
ス
ル
故
也
。
」
と
説
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
「
其
本
尊
」
つ
ま
り
、
四
十
五
字
法
体
段
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
の
一
念

三
千
。
妙
法
五
字
本
門
の
肝
心
。
そ
れ
を
本
尊
と
し
て
表
さ
れ
た
、
そ
の
姿
・
形
を
仰
ぎ
見
る
と
、
久
遠
実
成
の
本
師
釈
尊
が
居
ら
れ
る

娑
婆
世
界
の
上
に
。
こ
れ
は
、
理
想
が
実
現
し
た
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
の
時
の
娑
婆
世
界
の
上
に
多
寶
塔
が
虚
空
大
空
に
浮
か
ん
で
、
そ

の
多
衡
塔
の
中
央
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
左
側
に
釈
迦
牟
尼
佛
、
右
側
に
多
宝
如
来
、
更
に
そ
の
両
側
に
釈
尊
の
脇
士
で
あ
る
四
大
菩

薩
が
並
び
、
そ
れ
か
ら
文
殊
彌
勒
、
こ
れ
は
迩
化
の
代
表
の
四
菩
薩
で
春
属
と
し
て
末
座
に
あ
り
、
そ
の
他
の
通
化
代
表
の
菩
薩
。
他
方

か
ら
お
い
で
に
な
っ
た
大
小
様
々
な
菩
薩
方
が
さ
な
が
ら
萬
民
が
大
地
に
座
っ
て
雲
閣
・
月
卿
（
身
分
が
非
常
に
高
い
公
家
貴
族
）
を
仰

ぎ
見
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
十
方
の
世
界
か
ら
釈
尊
の
説
法
を
聴
聞
す
る
為
に
集
っ
て
こ
ら
れ
た
釈
尊
の
分
身
仏
達
は
大
地
の
上

に
身
を
置
い
て
お
ら
れ
る
。
迩
仏
・
迩
土
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
姿
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
即
ち
「
本
尊
段
』

と
昔
か
ら
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
本
尊
抄
を
御
著
し
に
な
っ
た
約
二
ヶ
月
と
十
四
日
後
に
佐
渡
一
谷
に
於
き
ま
し
て
、
ご
存
じ

の
通
り
、
佐
渡
始
顕
の
妙
法
大
曼
陀
羅
が
御
図
顕
に
な
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
文
永
十
年
（
一
二
七
三
年
）
七
月
八
日
の
こ
と
で

の
通
り
、
峰

あ
り
ま
す
。
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そ
れ
を
見
る
と
、
こ
れ
が
佐
渡
始
顕
の
御
本
尊
で
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
臨
写
さ
れ
た
と
い

う
ん
で
す
か
ら
、
間
違
い
な
く
そ
の
ま
ま
を
写
さ
れ
た
と
い
う
も
の
だ
と
、
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
遠
沽
亨
師
が
臨
写
さ
れ
ま
し
た
御
曼

陀
羅
を
も
と
に
、
佐
渡
始
顕
の
御
本
尊
と
い
う
の
を
拝
見
し
て
み
ま
す
と
、
ご
存
じ
の
方
々
、
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
総

帰
命
の
型
式
、
即
ち
全
部
に
「
南
無
」
と
い
う
字
が
付
い
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
南
無
釈
迦
牟
尼
佛
・
南
無
多
衡
如
来
は
も
ち
ろ
ん
で
あ

り
ま
す
け
ど
、
鬼
子
母
神
・
十
羅
刹
女
ま
で
が
全
部
「
南
無
」
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
非
常
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
普
通
の

御
曼
陀
羅
で
す
と
「
鬼
子
母
神
十
羅
刹
女
」
と
、
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
佐
渡
始
顕
の
臨
写
曼
陀
羅
に
よ
る
と
、
十
羅

刹
女
の
十
人
の
名
前
が
、
向
か
っ
て
右
側
に
五
名
・
左
側
に
五
名
、
全
部
「
南
無
」
の
字
を
付
け
て
十
羅
刹
女
の
一
人
一
人
の
御
名
前
が

全
員
載
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
も
、
こ
の
佐
渡
始
顕
の
御
本
尊
の
非
常
に
特
徴
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
他
に
も
あ

る
と
お
も
い
ま
す
け
ど
、
一
応
そ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
遠
沽
亨
師
の
朱
筆
（
朱
で
も
っ
て
字
が
入
っ
て
お
り

ま
す
。
）
「
宗
祖
御
一
代
最
初
の
御
本
尊
な
り
。
」
こ
う
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。
右
上
か
ら
「
此
経
則
為
閻
浮
提
人
病
之
良
薬
若
人
有

病
得
聞
是
経
病
即
消
滅
不
老
不
死
」
こ
れ
は
、
御
讃
文
と
い
っ
て
ま
す
け
ど
も
、
こ
う
い
う
御
讃
文
が
あ
り
ま
す
。
更
に
、
右
下

誠
に
残
念
な
こ
と
で
す
が
、
現
在
、
そ
の
佐
渡
始
顕
の
御
真
筆
の
御
曼
陀
羅
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
残
念
な

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
伝
わ
っ
て
お
れ
ば
、
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
残
念
な
が
ら
伝
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
幸
い
な
こ
と
に
、
身
延
山
の
三
十
三
世
遠
沽
院
日
亨
上
人
が
臨
写
さ
れ
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
そ
の
時
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
真
蹟
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
遠
沽
亨
師
が
そ
っ
く
り
写
さ
れ
た
、
そ
の
ま
ま
臨
写
さ
れ
た
御
曼
陀
羅
と
い
う
の
が
、
現
在
、
藤
井
教
雄

総
務
の
発
行
さ
れ
ま
し
た
「
御
本
尊
鑑
」
、
（
こ
れ
は
復
刻
版
で
す
。
）
そ
れ
に
載
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
大
学
の
図
書
館
に
も
あ
る
は
ず

で
あ
り
ま
す
。 最

終
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（
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実
は
で
す
ね
。
こ
れ
は
十
界
勧
請
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
本
化
の
四
大
菩
薩
、
も
ち
ろ
ん
大
日
天
・
大
月
天
そ
れ
か
ら
天

照
八
幡
・
四
天
王
そ
れ
か
ら
不
動
・
愛
染
全
部
備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
本
尊
だ
け
が
、
ち
ょ
っ
と
特
別
と
い
う
感
じ
が
い
た
し

ま
す
。
飛
び
抜
け
て
い
る
。
佐
渡
で
お
書
き
に
な
っ
た
御
曼
陀
羅
の
中
で
は
、
十
界
勧
請
に
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
始
顕
の
御
本
尊
だ
け

な
ん
で
す
。
後
の
御
本
尊
は
、
一
遍
首
題
あ
る
い
は
不
動
愛
染
あ
る
い
は
四
天
王
、
と
い
っ
た
程
度
の
御
曼
陀
羅
が
圧
倒
的
に
多
い
わ
け

で
す
。
ご
存
じ
の
通
り
現
在
、
日
蓮
宗
に
御
真
筆
の
御
曼
陀
羅
と
鑑
定
さ
れ
て
、
間
違
い
な
い
も
の
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一

二
三
幅
だ
っ
た
ん
で
す
。
四
幅
新
し
い
の
が
追
加
さ
れ
ま
し
て
、
現
在
で
は
一
二
七
幅
御
真
筆
に
間
違
い
な
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け

で
す
。
そ
れ
を
年
代
順
に
、
並
べ
て
み
る
と
、
そ
の
内
僅
か
十
点
だ
け
が
身
延
以
外
の
地
で
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
。
つ
ま
り
佐
渡
以
後

は
、
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
、
こ
の
身
延
山
で
お
書
き
に
な
ら
れ
た
御
曼
陀
羅
で
あ
り
ま
す
。

「
佐
渡
百
幅
」
と
通
称
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
番
最
初
の
「
揚
子
の
御
本
尊
」
。
こ
れ
を
最
初
に
拝
見
し
た
時
、
凄
い
御
曼
陀
羅

だ
と
思
い
ま
し
た
が
、
佐
渡
の
国
へ
日
蓮
聖
人
は
、
流
人
僧
と
し
て
行
か
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
ね
。
従
っ
て
我
々
の
常
識
で
考
え
る
様

に
は
参
り
ま
せ
ん
。
当
時
は
筆
も
墨
も
紙
も
思
う
よ
う
に
い
か
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
筆
が
だ
い
た
い
無
い
。
し
か
た
が
な
い
の

で
、
庭
の
揚
子
の
木
の
枝
を
折
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
叩
き
潰
し
て
、
筆
代
わ
り
に
し
て
御
題
目
の
一
遍
首
題
を
お
普
き
に
な
っ
た
。
こ
れ

の
方
に
、
「
文
永
八
年
麸
耗
九
月
十
二
日
御
勘
蒙
り
佐
渡
の
国
に
遠
流
。
同
十
年
七
月
八
日
こ
れ
を
図
ス
」
と
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、

そ
の
下
に
「
こ
の
法
華
経
の
大
曼
陀
羅
」
と
書
い
て
あ
る
。
こ
の
法
華
経
の
大
愛
陀
羅
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
佐
渡
始
顕
の
曼
陀
羅
は

「
法
華
経
曼
陀
羅
」
だ
っ
た
と
日
蓮
聖
人
は
お
考
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
。
「
仏
滅
後
二
千
二
百
二
十
余
年
一
間
浮
提
の
う
ち
未
だ
嘗
て

之
ア
ラ
ス
日
蓮
初
め
て
之
を
図
ス
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
佐
渡
の
始
顕
の
御
本
尊
と
言
わ
れ
る
理
由
が
こ
こ
で
あ
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。最
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が
通
称
「
揚
子
の
御
本
尊
」
と
い
う
名
前
が
付
い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
聖
人
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
全
部
筆
で

立
派
な
字
で
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
ば
か
り
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
と
、
筆
で
書
い
て
な
い
も
の
も
あ
る
わ
け
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ

う
言
わ
れ
て
み
る
と
な
る
程
、
木
の
枝
で
お
書
き
に
な
っ
た
感
じ
の
す
る
も
の
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
佐
渡
始
顕
の
御
本
尊
だ
け
が
、
突
出
し
て
、
こ
れ
だ
け
な
ん
で
す
ね
。
身
延
以
外
で
お
書
き
に
な
っ
た
十
界
勧
請
の
御
本
尊
は
。

あ
と
全
部
ほ
と
ん
ど
が
一
遍
首
題
か
、
或
い
は
四
天
王
・
不
動
愛
染
と
い
う
ふ
う
な
形
の
御
本
尊
が
圧
倒
的
に
多
い
わ
け
で
す
。
圧
倒
的

に
多
い
と
い
っ
て
も
、
僅
か
十
幅
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
の
十
界
勧
請
の
御
曼
陀
羅
が
完
成
し
て
い
っ
た
の
は
身
延
入
山
後
、
文
永
・
建
治
・

弘
安
に
な
っ
て
参
り
ま
す
と
い
う
と
、
今
資
料
の
と
こ
ろ
に
一
幅
だ
け
、
写
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
玉
沢
妙
法
華
寺
の
「
伝

法
御
本
尊
」
で
す
。
こ
れ
は
一
例
と
し
て
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
う
い
う
十
界
勧
請
の
大
曼
陀
羅
と
し
て
、
完
全
な
形
の
御

曼
陀
羅
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
の
は
や
は
り
身
延
へ
入
ら
れ
て
か
ら
の
こ
と
な
の
で
す
。
こ
の
十
界
勧
請
が
佐
渡
の
始
顕
の
本
尊
の
中

に
も
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
本
当
に
特
例
の
よ
う
な
格
好
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
、

宗
祖
は
佐
渡
で
「
本
尊
抄
」
を
お
書
き
に
な
っ
て
、
こ
の
本
尊
段
を
完
成
さ
せ
ら
れ
た
後
、
二
ヶ
月
十
四
日
後
に
こ
の
御
曼
陀
羅
を
お
書

き
に
な
ら
れ
た
。
こ
の
「
本
尊
抄
」
の
ま
ま
御
図
顕
に
な
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
次
に
花
押
を
見
ま
す
と
「
日
蓮
」
と
い

う
御
署
名
と
花
押
が
は
っ
き
り
別
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
佐
渡
始
顕
の
御
本
尊
は
、
文
永
建
治
頃
の
御
曼
陀
羅
と
比
較
し
て
見
ま
す
と
、

日
蓮
と
い
う
御
署
名
と
花
押
は
次
第
に
大
き
く
か
い
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
が
段
々
と
接
近
し
て
ま
い
り
ま
し
て
、
弘
安
式
の
御
曼
陀
羅
に

な
り
ま
す
と
い
う
と
、
完
全
に
ド
ッ
キ
ン
グ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
弘
安
の
中
期
か
ら
後
期
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
日
蓮
の

「
蓮
」
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
「
日
」
の
字
ま
で
が
、
こ
の
花
押
の
中
に
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
い
た
い
こ
の
花
押
と
は
何
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
昔
の
僧
侶
や
武
士
や
、
将
軍
は
自
分
の
実
印
の
代
わ
り
に
、
こ
の
花
押
書
判
を
用
い
、
間
違
い
な
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く
こ
れ
は
私
の
書
で
す
よ
と
、
署
名
を
す
る
為
に
書
判
と
い
う
も
の
を
付
け
た
も
の
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
武
田
信
玄
・
上
杉
謙
信
、

皆
書
判
を
使
っ
て
公
文
書
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
今
の
実
印
み
た
い
な
も
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
他
人
に
真
似
が
出
来
な
い
よ

う
に
工
夫
を
し
て
、
書
判
を
作
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
聖
人
の
場
合
は
ア
ジ
と
ボ
ロ
ン
ニ
種
類
の
花
押
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
花
押
の
こ
と
を
専
門
に
研
究
さ
れ
た
鈴
木
一
成
と
い
う
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
の
先
生
の
本
を
読
ん
で
み

ま
す
と
、
そ
ん
な
ふ
う
な
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
分
が
書
い
た
も
の
に
間
違
い
が
な
い
よ
と
い
う
証
明
と
同
時
に
自
分

自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
自
分
の
書
い
た
も
の
に
自
分
で
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
責
任
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
い
う

意
味
で
、
こ
の
書
判
が
使
用
さ
れ
る
。
だ
か
ら
書
判
は
、
そ
の
人
の
人
格
そ
の
も
の
。
そ
の
人
を
代
表
す
る
も
の
。
む
し
ろ
、
「
そ
の
人

そ
の
も
の
」
だ
と
言
っ
て
い
い
わ
け
で
す
ね
。
普
判
が
書
い
て
あ
れ
ば
、
そ
の
人
の
も
の
に
間
違
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
人

格
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
で
す
か
ら
日
蓮
聖
人
は
御
曼
陀
羅
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
御
遺
文
で
も
、
大
多
数
の
御
遺

文
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
書
判
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
日
蓮
が
こ
こ
に
い
る
ぞ
！
」
と
い
う
意
味
だ
と
思
う
ん
で

す
。
こ
の
書
判
と
ご
署
名
が
、
佐
渡
始
顕
の
御
本
尊
で
す
と
左
右
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
段
々
接
近
し
て
き
て
、
つ
い
に
完
全

に
花
押
の
中
に
日
蓮
の
字
が
収
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
の
が
弘
安
式
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
ご
覧
い
た
だ
く
よ
う
に
、
日
蓮
と
い

う
こ
の
「
蓮
」
の
字
は
完
全
に
花
押
の
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
晩
年
、
日
蓮
聖
人
が
西
谷
で
御
図
顕
に

な
っ
て
、
多
く
の
弟
子
や
信
徒
に
御
与
え
に
な
っ
た
御
曼
陀
羅
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
御
曼
陀
羅
に
つ
き
ま
し
て
は
、
古
来
、
日
蓮
宗
で
は

御
本
尊
と
し
て
て
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
存
じ
の
通
り
。
御
曼
陀
羅
は
、
御
本
尊
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
他
に
も
い
く

つ
か
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、
御
曼
陀
羅
の
中
に
は
、
本
尊
と
い
う
だ
け
の
、
ひ
と
つ
だ
け
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
、
い
ろ
い
ろ
な
御
遺
文
を
拝
読
し
て
み
る
と
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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ま
ず
、
今
の
「
本
尊
抄
」
中
に
出
て
お
り
ま
す
ね
。
「
但
地
涌
千
界
ヲ
召
シ
テ
八
品
ヲ
説
テ
之
ヲ
付
属
シ
タ
マ
フ
」
。
そ
れ
か
ら
、
「
本

尊
段
」
の
次
を
読
ん
で
み
ま
す
。
「
是
如
キ
ノ
本
尊
ハ
在
世
五
十
餘
年
二
之
無
シ
八
年
之
間
但
タ
八
品
二
限
ル
・
」
と
い
い
先
程
み
ま
し
た

佐
渡
始
顕
の
御
本
尊
の
中
に
も
、
御
讃
文
の
中
に
「
こ
の
法
華
経
の
曼
陀
羅
・
こ
の
法
華
経
の
御
本
尊
」
こ
う
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
本
門
八
品
の
説
相
図
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

釈
迦
牟
尼
佛
が
お
出
ま
し
に
な
っ
て
、
そ
し
て
、
虚
空
会
の
説
法
が
始
ま
る
。
そ
の
説
法
の
本
門
八
品
の
説
法
の
図
を
御
表
し
に
な
る
。

で
す
か
ら
「
本
師
ノ
娑
婆
ノ
上
二
寶
塔
空
二
居
シ
・
塔
中
ノ
妙
法
蓮
華
経
ノ
左
右
ニ
釈
迦
牟
尼
佛
・
多
寶
佛
・
本
化
上
行
云
云
」
。
ま
さ

し
く
本
門
八
品
の
説
相
図
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
い
え
ま
す
。
原
語
は
マ
ン
ダ
ー
ラ
で
梵
語
で
は
、
「
諸
仏
集
」
と
か
「
功
徳

集
」
と
か
。
中
国
で
は
「
輪
廻
具
足
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
様
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
曼
陀
羅
で
有
名
な
の
が
真
言
の
胎
蔵
界
と
金
剛
界

の
曼
陀
羅
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
絵
曼
陀
羅
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
蓮
聖
人
の
は
文
字
曼
陀
羅
で
、
こ
の
様
に
本
門
八

品
の
説
相
図
で
す
か
ら
、
同
じ
曼
陀
羅
で
も
真
言
の
曼
陀
羅
と
は
根
本
的
に
違
っ
て
る
わ
け
で
す
。
更
に
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、

「
其
本
尊
ノ
爲
龍
」
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
い
う
と
事
の
一
念
三
千
妙
法
五
字
・
本
門
の
肝
心
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
内
容
を
つ
ま

び
ら
か
に
図
に
書
い
て
お
示
し
に
な
ら
れ
た
の
が
、
こ
の
大
曼
陀
羅
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
一
念
三
千
の

或
い
は
妙
法
五
字
の
内
容
、
そ
う
い
う
も
の
を
御
顕
し
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の
大
曼
陀
羅
で
あ
る
。
で
す
か
ら
、
こ
の
妙
法
五
字
、
こ
の

御
本
尊
の
中
に
は
釈
迦
佛
、
十
方
分
身
の
諸
佛
す
べ
て
こ
の
中
に
お
ら
れ
る
。
一
念
三
千
の
法
門
我
々
「
己
心
の
釈
尊
」
と
い
う
こ
と
が

本
尊
抄
の
中
に
も
書
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り
ま
す
。

次
に
で
す
ね
。
諸
佛
諸
尊
の
集
ま
っ
た
、
こ
れ
は
「
お
守
り
」
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
が
御
曼
陀
羅
を
お
書
き
に
な
っ
て
信
徒
や
弟
子
に

お
与
え
に
な
っ
た
。
そ
の
、
お
与
え
に
な
っ
た
御
遺
文
の
中
に
「
お
守
り
書
き
て
参
ら
せ
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
木
像
本
尊
で
す
と
そ
ん
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な
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
け
ど
も
、
御
曼
陀
羅
で
す
と
ク
ル
ク
ル
と
ま
る
め
て
背
中
へ
入
れ
る
。
旅
を
し
て
歩
く
の
に
も
、
非
常
に
携
帯
便

利
で
す
ね
。
ど
こ
で
も
掛
け
て
「
即
是
道
場
」
と
し
て
、
信
行
の
場
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
「
日
眼
女
釈
迦
佛
供
養
事
」
（
一
六
二
三
頁
）
。

「
妙
心
尼
御
前
御
返
事
」
（
二
○
五
頁
）
。
等
を
読
ん
で
み
ま
す
と
御
曼
陀
羅
の
こ
と
を
「
こ
の
お
守
り
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
で

す
か
ら
日
蓮
聖
人
は
、
「
お
守
り
本
尊
」
と
し
て
、
こ
れ
を
お
考
え
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
と
い
え
ま
す
。
何
か
あ
っ
た
ら
、

「
こ
の
御
本
尊
に
御
祈
念
し
な
さ
い
。
必
ず
諸
天
善
神
が
法
華
経
の
行
者
で
あ
る
あ
な
た
を
お
守
り
下
さ
い
ま
す
よ
」
と
、
お
守
り
本
尊

と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
次
に
、
弟
子
に
与
え
た
御
曼
陀
羅
の
中
に
は
お
弟
子
さ
ん
の
名
前
が
入
っ
て
お
り
ま
す
「
弟
子
曼
陀
羅
」
と
い
う
の
も
あ
り

ま
す
。
出
家
、
得
度
、
度
牒
す
る
時
に
師
匠
か
ら
弟
子
受
陀
羅
と
い
う
の
を
、
た
い
が
い
の
方
が
師
匠
か
ら
も
ら
っ
て
お
ら
れ
る
ん
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
け
ど
、
弟
子
、
法
子
、
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
「
だ
れ
そ
れ
化
道
成
弁
を
祈
る
者
な
り
。
何
月
何
日
」

と
そ
の
曼
陀
羅
が
、
「
私
は
あ
の
人
の
弟
子
だ
よ
」
と
い
う
証
明
に
も
な
る
わ
け
で
す
ね
。
た
だ
口
で
、
私
は
あ
の
人
の
弟
子
だ
。
私
は

法
主
様
の
弟
子
だ
。
管
長
の
弟
子
だ
と
言
っ
て
も
本
当
の
事
は
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
弟
子
受
陀
羅
と
い
う
の
を
み
せ
て
、

こ
の
通
り
で
す
と
い
う
と
、
間
違
い
な
く
あ
の
人
の
弟
子
な
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
が
証
明
出
来
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
ん
な
ふ
う
な
意
味
も

込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
弟
子
曼
陀
羅
と
い
う
ふ
う
な
意
味
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

ま
あ
、
話
が
ち
ょ
っ
と
余
談
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
後
世
、
本
家
か
ら
分
家
を
い
た
し
ま
す
。
二
男
・
三
男
、
新
し
く
家
を
建
て
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
へ
菩
提
寺
の
住
職
さ
ん
に
お
願
い
し
て
、
新
し
く
仏
壇
を
作
っ
て
、
そ
の
仏
壇
に
曼
陀
羅
を
お
祀
り
す
る
。
そ
う
い
う
時

に
菩
提
寺
の
住
職
が
、
「
何
年
何
月
何
家
か
ら
分
家
を
し
た
誰
そ
れ
に
、
こ
の
御
曼
陀
羅
を
与
え
る
も
の
な
り
。
」
と
記
入
さ
れ
る
。
こ
れ

が
後
に
、
私
の
家
は
何
年
何
月
ど
こ
の
家
か
ら
分
家
を
し
た
家
だ
と
、
家
系
が
、
そ
れ
で
証
明
出
来
る
わ
け
で
す
。
昔
は
、
役
場
な
ん
て
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次
に
で
す
ね
。
今
度
は
、
日
女
抄
を
拝
読
し
て
見
ま
す
と
「
妙
法
五
字
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
て
十
界
は
全
て
成
仏
し
た
と
こ
ろ
の
姿
だ
。
」

十
界
皆
成
の
姿
を
図
に
書
い
て
表
し
た
も
の
が
、
こ
の
御
曼
陀
羅
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
「
日
女
抄
」
の
御
遺
文
か
ら
い
く
と
妙

法
五
字
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
て
、
十
界
の
全
て
が
本
有
の
尊
形
を
表
し
た
姿
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
理
想
図
で
あ
り
、
青
写
真
で
あ
る
こ

の
目
標
を
掲
げ
て
、
現
実
の
世
の
中
を
一
日
で
も
早
く
、
こ
う
い
う
世
の
中
に
し
て
い
こ
う
と
そ
れ
に
向
か
っ
て
日
夜
努
力
を
す
る
と
い

う
こ
と
に
も
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
仏
国
土
を
意
味
し
て
い
る
。
仏
国
土
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
法
華
経
行
者
の
浄
土
を
霊

山
浄
土
と
い
う
。
霊
山
寂
光
浄
土
と
も
い
う
。
略
し
て
霊
山
浄
土
と
い
う
。
そ
れ
を
図
に
書
い
て
表
し
た
の
が
、
こ
の
妙
法
大
曼
陀
羅
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
え
ま
す
。
「
霊
山
浄
土
」
に
つ
い
て
は
、
内
容
が
簡
単
に
は
説
明
で
き
な
い
重
い
意
味
が
あ
り
ま
す
の
で
、

又
別
の
機
会
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
と
関
連
し
て
き
ま
す
と
、
日
蓮
聖
人
一
代
の
御
理
想
は
何
と
言
っ
て

も
「
立
正
安
国
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
「
立
正
安
国
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
と
関
連
し
て
き
ま
す
が
、

そ
の
立
正
安
国
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
の
世
界
を
具
体
的
に
図
に
書
い
て
表
す
と
、
こ
う
い
う
も
の
に
な
り
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の

「
娑
婆
即
寂
光
皆
帰
妙
法
」
。
こ
れ
を
図
に
書
い
て
顕
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
『
本
尊
段
』
で
述
べ
ら
れ
た
御
本
尊
を
具
体
的
に
図
示
さ

れ
る
。
そ
の
中
に
は
、
こ
う
い
う
重
層
性
を
も
っ
た
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

も
の
が
無
か
っ
た
で
す
か
ら
、
お
寺
の
そ
う
い
う
も
の
で
証
明
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
新
し
く
檀
家
に
な
っ
た
人
に
与
え
る
、
そ

う
い
う
御
曼
陀
羅
に
よ
っ
て
、
寺
檀
の
関
係
が
証
明
が
出
来
る
。
そ
ん
な
よ
う
な
こ
と
に
も
後
世
伝
わ
ら
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
御
曼
陀
羅
と
い
う
の
は
身
分
の
「
証
明
書
」
に
も
な
っ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
と
り
あ
え
ず
日
蓮
聖
人
の
、
「
日
眼
女
釈

迦
佛
供
養
事
」
・
「
妙
心
尼
御
前
御
返
事
」
と
い
う
御
書
を
読
ん
で
見
ま
す
と
、
御
曼
陀
羅
の
こ
と
を
「
此
の
お
守
り
書
き
て
参
ら
せ
候
。
」

と
あ
る
。
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ま
た
、
次
に
前
に
も
少
し
ふ
れ
ま
し
た
御
署
名
の
と
こ
ろ
に
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
身
延
へ
入
っ
て
か
ら
、
こ
の
御
本
尊
が
大
成

さ
れ
て
い
っ
て
、
こ
う
い
う
最
終
的
に
完
全
な
十
界
勧
請
の
御
本
尊
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
必
ず
御
署
名
・
花
押
を
入

れ
て
お
ら
れ
る
。
何
故
、
必
ず
御
署
名
・
花
押
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
で
す
ね
。
前
に

の
べ
た
こ
と
の
他
に
身
延
へ
入
ら
れ
て
か
ら
の
日
蓮
聖
人
の
お
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ご
存
じ
の
通
り
入
山
の
当

初
、
文
永
十
一
年
五
月
十
二
日
、
鎌
倉
を
出
発
。
泊
ま
り
を
重
ね
て
、
十
七
日
に
お
着
き
に
な
っ
た
。
お
着
き
に
な
っ
た
そ
の
日
に
富
木

殿
に
お
与
え
に
な
っ
た
御
書
を
読
ん
で
み
ま
す
と
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
通
り
、
あ
の
総
門
に
お
着
き
に
な
っ
て
身
延
の
山
を
初
め
て
ご

覧
に
な
る
。
た
だ
一
目
見
た
だ
け
で
、
山
の
様
子
も
何
も
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
「
心
中
に
叶
っ
た
山
な
の
で
暫
く
は

こ
の
山
に
留
ま
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
書
か
れ
て
あ
る
。
暫
く
は
、
こ
の
「
暫
く
」
と
い
う
言
葉
も
解
釈
の
仕
方
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
わ

け
で
す
ね
。
例
え
ば
、
大
学
の
受
付
に
入
っ
て
き
て
誰
そ
れ
の
先
生
に
お
会
い
し
た
い
ん
で
す
が
。
「
暫
く
お
待
ち
下
さ
い
。
様
子
を
伺
っ

て
ま
い
り
ま
す
」
。
そ
の
場
合
は
、
ち
ょ
っ
と
の
間
、
少
し
の
間
こ
こ
で
待
っ
て
い
て
下
さ
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
同
じ
暫
く
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
町
で
久
し
ぶ
り
に
友
達
と
出
会
っ
て
、
「
オ
ー
、
暫
く
だ
っ
た
な
あ
」
と
こ
う
い
っ
た
時
の
暫
く

ぶ
り
と
い
う
の
は
、
昨
日
や
一
昨
日
会
っ
て
れ
ば
暫
く
ぶ
り
と
は
言
い
ま
せ
ん
で
す
ね
。
長
い
こ
と
会
っ
て
な
い
、
暫
く
ぶ
り
だ
な
。
だ

尚
か
つ
「
経
王
殿
御
返
事
」
（
七
五
一
頁
）
、
を
読
ん
で
み
ま
す
と
「
こ
の
大
曼
陀
羅
は
日
蓮
の
魂
を
筆
に
埋
め
て
書
き
表
し
候
ぞ
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
日
蓮
の
魂
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
御
曼
陀
羅
を
見
て
く
れ
れ
ば
、
「
こ
れ
が
日
蓮
の
魂
な
ん
だ
よ
」
と
、

こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
御
遺
文
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
た
だ
単
に
御
本

尊
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
色
ん
な
大
曼
陀
羅
の
中
に
は
意
味
が
沢
山
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。最

終
講
義
（
上
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か
ら
日
本
語
と
い
う
の
は
正
反
対
の
意
味
を
も
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
時
と
場
所
、
使
い
方
に
よ
っ
て
暫
く
と
い
う
言
葉
一
つ
例
に
取
っ

て
も
、
長
い
時
間
を
表
す
場
合
と
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
を
表
す
場
合
。
こ
の
場
合
は
、
「
暫
く
は
」
と
い
う
ん
で
す
か
ら
、
「
ほ
ん
の
短
い

時
間
こ
の
山
に
居
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
や
が
て
は
法
華
経
の
行
者
と
し
て
日
本
国
を
ま
わ
っ
て
、
法
華
経
の
題
目
を
広
め
て
歩
く
身

だ
。
」
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
入
山
の
当
初
は
暫
く
は
こ
こ
に
お
り
ま
す
よ
。
で
す
か
ら
波
木
井
公
が
立
派
な
御
堂

を
お
建
て
し
て
あ
げ
よ
う
と
し
て
も
、
暫
く
居
て
出
て
い
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
立
派
な
御
堂
は
必
要
な
い
よ
と
言
う
ん
で
、

「
十
二
本
の
柱
か
ら
成
る
木
の
葉
う
ち
敷
き
た
る
よ
う
な
」
木
の
皮
を
は
い
で
屋
根
を
葺
い
た
、
文
字
通
り
雨
露
を
凌
ぐ
に
足
り
る
程
度

の
草
の
庵
、
御
草
庵
が
出
来
上
が
っ
た
わ
け
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
本
当
に
暫
く
で
出
て
い
く
お
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
か

と
い
う
と
、
一
年
二
年
お
ら
れ
る
間
に
ど
ん
ど
ん
お
考
え
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
入
山
さ
れ
て
暫
く
た
っ
て
か
ら
、
「
種
々
御
振
舞
御
書
」

に
よ
る
と
、
こ
れ
は
三
つ
の
御
書
が
一
緒
に
な
っ
て
「
種
々
御
振
舞
御
書
」
と
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
最
後
の
方
は
「
光

日
房
御
書
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
正
確
に
は
「
光
日
房
御
書
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
「
日
蓮
は
南
無

妙
法
蓮
華
経
と
唱
う
る
故
に
二
十
余
年
所
を
追
わ
れ
最
後
に
は
こ
の
山
に
こ
も
る
」
。
も
う
そ
の
時
点
に
な
る
と
「
最
後
は
こ
の
山
」
と

言
う
ん
で
す
か
ら
、
こ
の
身
延
山
で
自
分
は
最
後
に
な
る
ん
だ
と
、
そ
う
考
え
が
変
わ
っ
て
き
て
い
た
の
で
す
ね
。
僅
か
な
時
間
で
す
よ
。

入
山
さ
れ
た
時
は
、
暫
く
の
間
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
間
に
「
最
後
は
こ
の
山
に
こ
も
る
」
と
、
こ
の
御
遺
文
が

出
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
み
る
と
、
日
蓮
聖
人
は
日
な
ら
ず
し
て
身
延
山
が
、
第
一
印
象
の
通
り
「
心
中
に
叶
っ
た
山
」
だ
っ
た
ん
で
す

ね
。
で
す
か
ら
、
ず
っ
と
こ
こ
で
私
は
永
く
住
み
ま
す
。
仮
の
入
山
で
あ
っ
た
が
、
何
が
あ
っ
て
も
、
「
も
う
私
は
、
こ
の
山
か
ら
出
ま

せ
ん
。
」
そ
の
翌
年
「
撰
時
抄
」
、
そ
の
ま
た
翌
年
「
報
恩
抄
」
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
「
報
恩
抄
」
の
中
に
は
、
「
た
と
え
如
何
な
る
女

院
・
上
皇
の
お
召
し
で
あ
っ
て
も
、
よ
っ
ぽ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
私
は
こ
の
山
か
ら
は
も
う
出
て
行
く
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
」
と
い
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う
こ
と
は
常
住
説
に
変
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
弘
安
四
年
、
御
入
滅
に
な
る
前
の
年
に
大
坊
・
小
坊
馬
舎
が
で
き
た
。
も

し
本
当
に
仮
の
お
つ
も
り
だ
っ
た
と
し
た
ら
ば
御
草
庵
が
朽
ち
荒
れ
て
き
て
、
柱
が
ょ
ろ
び
、
壁
も
穴
が
あ
い
た
。
こ
れ
を
機
会
に
ま
た

余
所
へ
出
よ
う
か
と
い
う
時
期
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
少
し
も
離
山
の
気
配
は
な
く
、
ず
っ
と
常
住
説
を
通
さ
れ
た
。
そ

し
て
最
後
、
「
波
木
井
殿
御
報
」
を
お
読
み
い
た
だ
く
と
、
入
滅
後
と
い
え
ど
も
「
日
蓮
が
魂
は
こ
こ
に
お
り
ま
す
よ
。
だ
か
ら
墓
を
ぱ

身
延
の
沢
に
」
と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
こ
れ
は
も
は
や
永
住
説
と
い
え
ま
す
。
仮
の
入
山
か
ら
常
住
へ
。
常
住
か
ら
永
住
へ
。
ず
っ

と
お
考
え
が
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
、
大
坊
・
小
坊
馬
舎
を
持
っ
た
、
こ
の
お
堂
を
建
立
さ
れ
る
原
因
に
な
っ
た
ん
で
は
な
い
か
。
ど

う
せ
大
坊
・
小
坊
馬
舎
を
持
つ
よ
う
な
立
派
な
お
堂
を
建
て
る
ん
だ
っ
た
な
ら
ば
、
日
蓮
聖
人
入
山
の
当
初
に
、
そ
う
い
う
も
の
を
建
て

て
も
ら
え
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
こ
う
い
う
推
移
の
後
を
た
ど
っ
て
お
ら
れ

る
わ
け
な
の
で
す
ね
。
こ
の
推
移
の
後
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
身
延
霊
山
説
と
い
う
の
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

ご
存
じ
の
通
り
、
「
身
延
山
御
書
」
。
本
山
生
の
諸
君
は
、
毎
日
読
ん
で
ま
す
か
ら
、
も
う
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
身
延

の
山
は
本
朝
の
霊
鷲
山
で
あ
る
。
「
日
本
の
霊
鷲
山
だ
」
と
、
「
釈
迦
・
多
賓
・
十
方
分
身
の
諸
佛
は
、
こ
の
山
に
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

朝
夕
日
蓮
の
唱
え
る
法
華
経
御
題
目
を
お
聞
き
に
な
っ
て
下
さ
っ
て
お
る
。
」
で
す
か
ら
大
勢
の
の
檀
信
徒
か
ら
い
ろ
ん
な
御
供
養
の
品

が
届
き
ま
す
と
い
う
と
、
ま
ず
、
「
釈
迦
佛
法
華
経
に
申
し
上
げ
た
。
」
釈
迦
佛
法
華
経
に
「
お
供
え
し
た
。
」
と
必
ず
そ
う
書
い
て
あ
る

わ
け
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、
日
蓮
聖
人
が
身
延
の
山
に
お
ら
れ
て
、
常
に
釈
迦
佛
法
華
経
十
方
分
身
の
諸
佛
と
、
ご
一
緒
に
寝
起
き
さ

れ
て
お
ら
れ
る
。
「
霊
山
浄
土
」
は
「
本
朝
こ
の
身
延
の
峰
也
。
」
と
い
う
身
延
霊
山
説
が
出
て
く
る
わ
け
な
の
で
す
。
こ
こ
に
「
霊
山
往

詣
」
と
い
う
の
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
「
本
尊
抄
」
の
副
状
に
も
、
「
霊
山
に
詣
で
」
と
出
て
ま
い
り
ま
す
。
身
延
山
へ
入
っ
て
ま
い
り
ま

す
と
、
こ
の
身
延
霊
山
説
。
霊
山
往
詣
説
が
一
層
明
確
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
従
来
霊
山
往
詣
と
言
い
ま
す
と
、
法
華
経
行
者
が
死
ん
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で
か
ら
行
く
べ
き
所
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
蓮
聖
人
の
身
延
期
の
御
適
文
を
拝
読
し
て
見
ま
す
と
、
こ
う
い
っ

た
「
今
の
日
蓮
は
朝
夕
、
法
華
経
釈
迦
佛
と
一
緒
に
お
る
の
だ
」
と
い
う
。
で
す
か
ら
日
蓮
聖
人
が
朝
夕
、
法
華
経
を
お
読
み
に
な
ら
れ

た
そ
の
「
聖
な
る
時
間
」
は
、
日
蓮
聖
人
は
釈
迦
佛
法
華
経
と
い
き
あ
っ
て
一
緒
に
お
ら
れ
た
。
「
こ
こ
は
も
う
、
浄
土
だ
。
法
華
経
行

者
の
住
所
を
浄
土
と
思
う
べ
し
。
」
と
は
っ
き
り
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
日
蓮
聖
人
の
極
め
て
宗
教
的
な
宗
教
者
と
し

て
の
「
聖
な
る
時
間
」
は
、
霊
山
往
詣
を
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
す
。

そ
し
て
、
だ
か
ら
、
「
こ
の
大
曼
陀
羅
の
中
に
日
蓮
も
こ
こ
に
居
ま
す
よ
。
皆
さ
ん
も
こ
こ
へ
、
み
ん
な
入
っ
て
来
て
下
さ
い
。
入
れ

ま
す
よ
。
」
と
い
う
の
が
霊
山
往
詣
な
ん
で
す
。
即
身
成
佛
、
娑
婆
即
寂
光
と
い
う
こ
と
を
、
証
明
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
「
日
蓮
が
霊
山

往
詣
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
証
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
に
大
き
な
字
で
、
大
き
な
書
判
で
、
日
蓮
と
い
う
御
署
名
が

な
さ
れ
て
い
る
。
霊
山
往
詣
を
さ
れ
て
お
る
「
聖
な
る
時
間
の
日
蓮
聖
人
」
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ご
署
名
と
書

判
の
最
も
宗
教
的
な
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

時
間
が
ボ
ッ
ボ
ッ
参
り
ま
し
た
の
で
、
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
、
死
ん
で
か
ら
だ
け
行
く
と
こ
ろ
が
、
霊
山
往
詣
で

あ
り
霊
山
浄
土
だ
と
固
定
概
念
で
考
え
て
し
ま
う
と
い
う
と
理
解
が
で
き
な
く
な
る
の
で
す
。
我
々
即
身
成
仏
、
娑
婆
寂
光
と
い
う
こ
と

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
一
心
に
法
華
経
を
唱
え
て
、
本
門
の
三
大
秘
法
を
身
・
口
・
意
の
三
業
に
受
持
し
て
い
く
、
法
華
経
の
行
者

の
住
所
を
、
常
に
霊
山
と
し
て
い
く
。
聖
な
る
時
間
、
宗
教
者
と
し
て
の
時
間
。
そ
れ
が
日
蓮
聖
人
の
西
谷
に
お
け
る
ご
生
活
で
あ
っ
た
。

そ
の
反
面
、
「
八
寒
地
獄
の
業
苦
に
攻
め
ら
れ
て
、
食
べ
る
物
も
着
る
物
も
無
い
。
身
延
は
、
こ
れ
は
地
獄
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る

御
避
文
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
人
間
と
し
て
の
時
間
、
聖
な
る
時
間
か
ら
離
れ
て
、
人
間
と
し
て
の
時
間
で
考
え
る
と
、
同
一
の
山
で
あ
っ

て
も
、
地
獄
で
あ
っ
た
り
、
食
べ
る
物
も
ろ
く
に
無
い
。
着
る
物
も
ろ
く
に
無
い
様
な
こ
の
山
の
中
は
、
八
寒
地
獄
の
状
態
だ
と
感
じ
と
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ざ
い
ま
す
。

れ
る
。
凡
夫
の
眼
で
見
る
と
そ
う
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
純
粋
に
聖
な
る
宗
教
的
な
立
場
で
御
覧
に
な
る
と
、
「
日
蓮
は
常
に
朝
夕
、
釈

迦
仏
・
法
華
経
と
こ
の
山
に
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
山
は
霊
山
浄
土
だ
。
日
蓮
は
弟
子
檀
那
が
そ
の
つ
も
り
で
、
こ
の
大
曼
陀
羅

を
信
仰
し
て
、
大
曼
陀
羅
の
中
に
み
ん
な
入
っ
て
く
る
よ
う
に
、
そ
し
て
、
娑
婆
即
寂
光
、
理
想
実
現
の
為
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
」

と
い
う
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
事
の
一
念
三
千
」
の
法
門
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
時
間
が
参
り
ま
し
た
。
申
し
足
り
な
い
点
が
多
々
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
御
寛
容
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
難
解
難

入
の
本
尊
段
で
あ
り
、
事
の
一
念
三
千
・
妙
法
大
曼
陀
羅
の
世
界
、
そ
し
て
霊
山
往
詣
に
至
る
ま
で
、
「
信
」
の
領
域
を
限
ら
れ
た
時
間

内
で
可
能
な
限
り
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
氷
山
の
一
角
で
あ
り
ま
す
。

長
い
間
こ
の
学
校
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
日
は
こ
う
し
て
最
終
講
義
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
感
謝
を
す
る
し
だ
い
で
ご

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

最
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