
一
、
は
じ
め
に

　

日
蓮
遺
文
に
は
、
鎌
倉
時
代
当
時
に
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
き
食
人
行
為
に
つ
い
て
の
記
述
が
し
ば
し
ば
見
え
る
。
論
敵・

龍
象
房
の
人

肉
嗜
好
を
暴
露
し
た
『
頼
基
陳
状
』、
飢
え
た
人
々
が
食
用
の
た
め
人
肉
の
売
買
を
行
っ
て
い
る
と
述
べ
る
『
松
野
殿
御
返
事
』、
そ
し
て

『
秋
元
御
書
』
な
ど
が
そ
の
例
に
当
た
る
。

　

日
蓮
遺
文
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
食
人
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
中
世
史
研
究
の
名
著
と
さ
れ
る
『
中
世
の
罪
と
罰
』
に
お
い
て
、
石
井

進
氏
が
（
そ
の
う
ち
特
に
『
頼
基
陳
状
』
に
基
づ
い
て
）
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

「
そ
れ
に
し
て
も
中
世
都
市
鎌
倉
の
生
活
の
現
実
と
は
、
今
日
の
私
な
ど
か
ら
み
て
、
ま
こ
と
に
目
の
く
ら
む
思
い
の
す
る
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
ま
た
ま
気
づ
い
た
こ
の
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
の
記
述
程
度
で
お
ど
ろ
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
中
世
の
鎌
倉
の

生
活
の
実
相
を
見
す
え
て
行
く
、
そ
う
し
た
過
程
を
経
な
け
れ
ば
、「
都
市
鎌
倉
の
罪
と
罰
」
に
つ
い
て
も
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
何
一

日
蓮
と
食
人

岡　
　
　

田　
　
　

文　
　
　

弘
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つ
わ
か
る
ま
い
。
課
題
の
困
難
さ
が
、
よ
う
や
く
身
に
し
み
て
き
た
と
い
う
の
が
、
昨
今
の
私
の
感
慨
で
あ
る
。」（
石
井
［
一
九
八

三
］
六
九
頁
）

　

こ
の
提
言
を
も
っ
て
石
井
氏
は
自
ら
の
論
考
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。「
こ
の
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
の
記
述
程
度
で
」
と
い
う
言
い
方
を
敢
え

て
し
て
い
る
も
の
の
、
氏
は
日
蓮
遺
文
（
が
伝
え
る
食
人
の
記
事
）
が
も
た
ら
す
気
づ
き
や
驚
き
を
強
調
し
、
中
世
史
研
究
の
本
質
を
見

据
え
ん
と
す
る
上
で
、
特
別
な
意
義
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
日
蓮
遺
文
に
お
け
る
食
人
の
記
事
は
、
当
初
よ
り
こ
の
よ
う
な
注
目
を
集
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
先
学
に
お
い

て
は
、
奇
妙
な
ま
で
に
無
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
す
ら
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
先
行
研
究
史
を
概
観
す
る
中
で
明
ら

か
に
な
ろ
う
）。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
一
方
で
は
注
視
さ
れ
、
あ
る
い
は
全
く
無
視
さ
れ
、
い
ま
だ
評
価
の
定
ま
っ
て
い
な
い
感
の
あ

る
、
日
蓮
遺
文
に
見
ら
れ
る
食
人
の
記
述
に
つ
い
て
新
た
に
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
日
本
に
お
け
る
食
人
風
習
の
研
究
史
：
看
過
さ
れ
た
日
蓮
遺
文

　

本
節
で
は
先
行
研
究
史
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
が
、
ま
ず
は
明
治
時
代
に
起
こ
っ
た
、
日
本
に
お
け
る
食
人
風
習
（
の
有
無
）
を
め
ぐ

る
論
争
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

　

こ
の
論
争
は
一
八
七
九
年
、
大
森
貝
塚
の
発
見
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
エ
ド
ワ
ー
ド・

Ｓ・

モ
ー
ス
博
士
（
一
八
三
八
―
一
九
二
五
）

が
、
同
貝
塚
か
ら
食
人
の
痕
跡
を
発
見
し
た
こ
と
を
出
版
（M

orse

［
一
八
七
九
］
三
七
―
四
二
頁
）
お
よ
び
講
演
会
に
よ
っ
て
世
に
知

ら
し
め
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
（
礫
川
［
一
九
九
六
］
一
八
頁
）。
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文
明
国
を
目
指
し
て
い
た
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
、
過
去
の
日
本
人
が
食
人
の
禁
忌
を
犯
し
て
い
た
と
す
る
論
は
大
き
な
衝
撃
を
与
え

る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
モ
ー
ス
の
解
釈
は
、
そ
の
後
支
持
を
得
ら
れ
ず
、
日
本
人
が
食
人
を
す
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
感
情

的
な
反
発
を
招
く
結
果
と
な
っ
た
」（
松
居
［
二
〇
〇
五
］
二
八
二
頁
）
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
中
で
も
、
モ
ー
ス
の
説
を
裏
づ
け
る
よ
う

に
、
日
本
に
お
け
る
食
人
行
為
の
歴
史
を
探
る
論
考
も
少
な
か
ら
ず
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
例
が
、
寺
石
正
路
（
一
八
六
八
―
一

九
四
九
）
と
南
方
熊
楠
（
一
八
六
七
―
一
九
四
一
）
の
論
考
で
あ
る
。

　

寺
石
の
研
究
は
一
八
八
八
年
、
論
文
「
食
人
風
習
ニ
就
テ
述
ブ
」
に
お
い
て
日
本
に
お
け
る
食
人
行
為
の
伝
承
を
指
摘
し
た
こ
と
に
始

ま
り
、
そ
の
成
果
は
後
に
『
食
人
風
俗
志
』（
東
京
堂
書
店
、
一
九
一
五
年
）
と
し
て
結
実
し
た
。
こ
の
寺
石
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
熊
楠

も
一
九
〇
三
年
に
、
日
本
史
上
に
お
け
る
食
人
の
記
録
に
つ
い
て
検
討
し
た
論
文T

he T
races of Cannibalism

 in the Japanese 

Records

を
著
し
て
い
る
。（
た
だ
し
こ
の
時
点
で
は
未
発
表
。
後
に
南
方
［
一
九
七
五
］
所
収
）。

　

こ
の
寺
石
と
熊
楠
に
よ
る
網
羅
的
な
論
考
（
寺
石
［
一
八
八
八
］・

［
一
八
九
三
］・

［
一
八
九
八
］・

［
一
九
一
五
］、
南
方
［
一
九
七
五
］）

に
よ
っ
て
、
モ
ー
ス
に
端
を
発
す
る
論
争
に
お
い
て
、
日
本
に
お
け
る
食
人
風
習
の
存
在
が
立
証
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
に
し
た

い
の
は
、
こ
れ
ら
の
論
考
に
お
い
て
寺
石・

熊
楠
の
両
者
と
も
、
日
蓮
遺
文
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

　

日
蓮
の
生
き
た
鎌
倉
時
代
日
本
に
お
け
る
食
人
行
為
に
つ
い
て
、
寺
石
は
『
八
幡
愚
章
記
』
を
引
き
文
永
の
役
に
お
い
て
蒙
古
兵
が
戦

闘
中
に
食
人
行
為
を
行
な
っ
た
（
敵
兵
の
腹
を
裂
き
肝
を
飲
ん
だ
）
例
を
挙
げ
（
寺
石
［
一
九
一
五
］
三
六
頁
、
た
だ
し
こ
れ
は
日
本
人

の
食
人
行
為
に
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
）、
ま
た
熊
楠
は
『
五
代
帝
王
物
語
』
を
引
い
て
正
元
元
年
の
京
都
で
尼
僧
が
食
人
を
行
な
っ
た
例

を
引
い
て
い
る
（
南
方
［
一
九
七
五
］
二
五
〇
頁
）
が
、
両
者
と
も
日
蓮
遺
文
は
引
い
て
い
な
い
。

　

日
蓮
遺
文
が
伝
え
る
龍
象
房
の
一
件
な
ど
の
食
人
行
為
は
、
日
本
に
お
け
る
食
人
習
慣
の
顕
著
な
例
で
あ
り
、
決
定
打
で
あ
る
。
も
し
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こ
れ
が
知
ら
れ
て
い
た
ら
ば
「
兔
に
角
日
本
人
が
飢
饉
の
場
合
、
籠
城
の
場
合
に
、
人
肉
を
食
用
し
た
と
い
ふ
確
證
が
見
當
ら
ぬ
。
ま
し

て
嗜
好
の
爲
、
憎
惡
の
爲
、
人
を
啖
つ
た
事
實
の
見
當
ら
ぬ
の
は
申
す
迄
も
な
い
。
太
田
錦
城
が
、
日
本
で
は
神
武
開
闢
以
來
、
人
が
人

を
食
ふ
こ
と
見
當
ら
ざ
る
は
、
我
が
國
の
風
俗
の
淳
厚
、
遠
く
支
那
に
勝
る
所
以
と
自
慢
し
て
居
る
が
（『
梧
窓
漫
筆
』
後
編
上
）、
こ
の

自
慢
は
支
那
人
と
雖
ど
も
承
認
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。」（
桑
原
隲
藏
「
支
那
人
間
に
於
け
る
食
人
肉
の
風
習
」『
東
洋
学
報
』
一
四
（
一
）、

一
九
二
四
年
に
初
出
。
桑
原
［
一
九
三
四
］
に
再
録
、
当
該
引
用
は
二
一
四
頁
）
な
ど
と
い
う
粗
雑
な
自
賛
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
網
羅
的
な
研
究
を
し
た
寺
石・

熊
楠
す
ら
も
日
蓮
遺
文
の
記
事
を
採
用
し
な
か
っ
た
事
実
は
、
こ
と
モ
ー
ス
以
来
の
人
肉

論
争
に
お
い
て
は
、
日
蓮
遺
文
が
決
定
的
な
ま
で
に
看
過
さ
れ
て
い
た
証
左
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
寺
石
や
熊
楠
の
目
に
止
ま
ら
な
い
ほ
ど
、
日
蓮
遺
文
は
マ
イ
ナ
ー
な
文
献
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
該
の
遺
文
の
刊
行
事

情
を
見
る
と
、
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
モ
ー
ス
説
の
発
表
の
翌
年
で
あ
る
一
八
八
〇
年
に
奇
し
く
も
、『
高
祖
遺
文
録
』
に
お
い
て
出
版
さ

れ
て
い
る
（『
頼
基
陳
状
』
は
第
二
三
巻
、『
松
野
殿
御
返
事
』
は
第
二
四
巻
、『
秋
元
御
書
』
は
第
二
八
巻
）。
と
は
い
え
『
高
祖
遺
文
録
』

が
宗
外
の
人
間
に
ど
れ
ほ
ど
読
ま
れ
て
い
た
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。

　

し
か
し
『
高
祖
遺
文
録
』
を
待
た
ず
と
も
、
そ
の
編
者
で
あ
る
小
川
泰
堂
（
一
八
一
四
―
一
八
七
八
）
が
著
し
た
幕
末・

明
治
期
の
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
『
日
蓮
大
士
真
実
伝
』（
一
八
六
七
年
刊
）
に
は
、「
京
都
の
鳥
部
野
に
て
、
人
の
死
骸
を
堀
り
喰
ひ
、
叡
山
を
追
れ
て
又
鎌

倉
に
も
近
年
新
墓
を
發
つ
て
人
の
屍
を
啖
ふ
と
て
か
し
ま
し
き
も
、
此
龍
象
房
の
所
為
と
か
や
。」（
五
ノ
四
十
三
―
四
十
四
）
と
し
て
、

龍
象
房
の
食
人
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
『
日
蓮
大
士
真
実
伝
』
は
一
般
に
広
く
読
ま
れ
た
も
の
だ
が
、
人
肉
論
争
に
関
わ
っ

た
者
の
中
に
は
読
者
が
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
博
覧
強
記
の
寺
石
や
熊
楠
は
普
通
の
史
料
の
み
な
ら
ず
、『
今
昔
物
語
集
』
や
『
雨
月

物
語
』
と
い
っ
た
伝
説・

小
説
の
類
ま
で
を
も
引
い
て
い
る（

１
）の

だ
か
ら
、『
真
実
伝
』
を
引
い
て
も
全
く
お
か
し
く
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
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不
審
で
あ
る
。

　

な
お
、
寺
石
の
『
食
人
風
俗
志
』
刊
行
の
数
年
後
、
日
蓮
研
究
の
分
野
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
た
蛍
沢
［
一
九
二
〇
］
は
『
松
野
殿
御
返

事
』
と
『
秋
元
御
書
』
に
お
け
る
食
人
風
習
の
記
述
を
引
用
し
た
上
で
「
鎌
倉
時
代
を
研
究
す
る
歴
史
家
が
か
う
い
ふ
点
を
度
外
し
て
、

歴
史
を
記
述
す
る
こ
と
が
不
思
議
で
な
ら
な
い
…
…
鎌
倉
時
代
の
文
明
生
活
を
知
ら
う
と
す
る
も
の
は
、
か
う
い
ふ
事
実
を
没
却
す
る
事

が
出
来
な
い
で
は
な
い
か
。」（
二
五
八
―
二
五
九
頁
）
と
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
蛍
沢
の
苦
言
か
ら
は
、
日
蓮
遺
文
に
お
け
る
食
人

風
習
の
記
述
が
当
時
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
ま
さ
に
そ
れ
は
筆
者
が
先
に
指
摘
し
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
食
人
論

争
に
お
け
る
日
蓮
遺
文
の
看
過
と
い
う
状
況
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る（

２
）。

　

で
は
、
そ
れ
よ
り
少
し
時
代
が
下
っ
て
の
研
究
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
礫
川
［
一
九
九
七
］
が
「
日
本
に
お
け
る
食
人
風
習
を
通
覧
し
た

論
考
は
、
あ
り
そ
う
で
余
り
な
い
」
中
で
「
日
本
の
食
人
風
習
の
全
体
像
を
描
き
出
し
て
い
る
」「
毎
度
な
が
ら
田
中
の
博
識
ぶ
り
に
感
心

さ
せ
ら
れ
る
」（
三
〇
四
頁
）
論
文
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
田
中
［
一
九
四
〇
］
に
至
っ
て
も
、
日
蓮
遺
文
は
相
変
わ
ら
ず
無
視
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
戦
後
に
な
る
と
、
さ
す
が
に
研
究
も
進
ん
だ
の
か
、
日
蓮
研
究
の
枠
内
で
は
な
い
論
考
に
お
い
て
も
、
日
蓮
が
伝
え
た

食
人
風
習
の
記
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
石
井
［
一
九
八
三
］
六
七
―
六
九
頁
、
原
田
［
一
九
九
五
］
四
六
頁
。
特
に
前

者
が
、
日
蓮
の
当
該
記
事
は
中
世
史
研
究
に
お
い
て
重
要
な
史
料
価
値
を
持
つ
と
認
め
て
い
る
点
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
）。
た

だ
し
九
〇
年
代
に
入
っ
て
な
お
、
見
落
と
し
て
い
る
研
究
も
あ
る（

３
）。

三
、『
頼
基
陳
状
』『
松
野
殿
御
返
事
』『
秋
元
御
書
』
の
概
観
と
相
互
の
関
連

　

そ
れ
で
は
こ
こ
で
改
め
て
、『
頼
基
陳
状
』『
松
野
殿
御
返
事
』『
秋
元
御
書
』
を
概
観
し
、
そ
の
関
連
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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『
頼
基
陳
状
』：
建
治
三
（
一
二
七
七
）
年

　

本
書
の
成
立
は
、
当
時
鎌
倉
で
人
気
を
集
め
て
い
た
天
台
僧・

龍
象
房
を
、
日
蓮
の
弟
子・

三
位
房
が
問
答
で
論
破
し
た
一
件
（
桑
ヶ

谷
問
答
）
に
端
を
発
す
る
。
こ
の
問
答
に
同
席
し
て
い
た
日
蓮
の
弟
子・

四
条
金
吾
は
、
主
君
か
ら
不
当
な
叱
責
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、

そ
れ
に
対
す
る
陳
状
と
し
て
日
蓮
が
代
筆
し
た
一
書
が
、
こ
の
『
頼
基
陳
状
』
と
な
る
。

　

食
人
に
か
ん
す
る
記
述
は
以
下
の
通
り
。

「
又
仰
下
状
云
龍
象
房・
極
楽
寺
長
老
見
参
後
は
釈
迦・

弥
陀
と
あ
を
ぎ
奉
と
云
云
。
此
條
又
恐
入
候
。
彼
龍
象
房
は
洛
中
に
し
て

人
の
骨
肉
を
朝
夕
の
食
物
と
す
る
由
令
露
顕
問
、
山
門
の
衆
徒
蜂
起
し
て
、
世
末
代
に
及
て
悪
鬼
国
中
に
出
現
せ
り
。
山
王
の
御
力

を
以
て
対
治
を
加
む
と
て
、
住
所
を
焼
失
し
其
身
を
誅
罰
せ
む
と
す
る
処
に
、
自
然
に
逃
失
し
行
方
を
不
知
処
に
、
た
ま
た
ま
鎌
倉

中
に
又
人
肉
を
食
之
間
、
情
あ
る
人
恐
怖
せ
し
め
て
候
に
、
仏
菩
薩
と
仰
給
事
、
所
従
の
身
と
し
て
争
か
主
君
の
御
あ
や
ま
り
を
い

さ
め
申
さ
ず
候
べ
き
。」（
定
遺
一
三
五
五
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
真
言
律
宗
の
良
観
房
忍
性
（
一
二
一
七
―
一
三
〇
三
）
や
龍
象
房
が
活
仏
信
仰
を
集
め
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
反
証
と

し
て
、
龍
象
房
の
人
肉
嗜
好
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
龍
象
房
は
人
肉
を
常
食
し
て
い
た
件
で
比
叡
山
を
追
わ
れ
鎌
倉
に
逃
れ
て
き
た
が
、

な
お
そ
の
嗜
好
が
捨
て
き
れ
ず
、
人
々
を
恐
怖
さ
せ
て
お
り
、
と
う
て
い
仏
菩
薩
な
ど
と
は
言
え
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
松
野
殿
御
返
事
』：
建
治
四
（
一
二
七
八
）
年
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『
頼
基
陳
状
』
成
立
の
翌
年
に
し
た
た
め
ら
れ
た
本
書
は
、
飢
饉
に
よ
っ
て
人
々
が
食
人
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
死
人・

子
供・

病
人
の

肉
を
裂
い
て
魚
や
鹿
の
肉
に
加
え
て
売
買
し
て
い
る
さ
ま
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

「
但
当
世
の
体
こ
そ
哀
れ
に
候
へ
。
日
本
国
数
年
の
間
、
打
続
き
け
か
ち
ゆ
き
ゝ
て
衣
食
た
へ
、
畜
る
ひ
を
ば
食
つ
く
し
、
結
句
人

を
く
ら
う
者
出
来
し
て
、
或
は
死
人・

或
は
小
児・

或
は
病
人
等
の
肉
を
裂
取
て
、
魚
鹿
等
に
加
へ
て
売
し
か
ば
人
是
を
買
く
へ
り
。

此
国
存
の
外
に
大
悪
鬼
と
な
れ
り
。」（
定
遺
一
四
四
一
頁
）

『
秋
元
御
書
』：
弘
安
三
（
一
二
八
〇
）
年

　

先
に
挙
げ
た
『
頼
基
陳
状
』
は
直
弟
の
日
興
（
一
二
四
六
―
一
三
三
三
）
に
よ
る
古
写
本
が
、『
松
野
殿
御
返
事
』
に
は
真
蹟
の
断
片
が

現
存
し
て
い
る（

４
）一

方
、
本
書
は
真
蹟
が
現
存
せ
ず
、
信
頼
の
お
け
る
写
本
と
し
て
は
日
興
の
筆
に
よ
る
断
片
三
行
分
が
伝
わ
る
の
み
で
あ

る
（
坂
井
［
二
〇
〇
九
］
二
四
四
頁
）。
従
っ
て
本
書
は
あ
る
程
度
の
信
憑
性
が
あ
る
写
本
遺
文
だ
が
、
こ
れ
を
日
蓮
の
言
と
し
て
即
座
に

扱
う
に
は
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

し
か
し
本
書
に
は
、
食
人
の
風
習
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
の
価
値
は
あ
ろ
う
（
た
と
え
ば
、
同
様
に
真
偽
問
題
の
あ
る
『
聖
愚
問
答
鈔
』

が
、
そ
の
文
中
に
お
け
る
、
忍
性
（
一
二
一
七
―
一
三
〇
三
）
が
六
浦
で
徴
収
し
て
い
た
と
さ
れ
る
関
米
に
つ
い
て
の
記
述
に
か
ん
し
て

は
、
歴
史
研
究
の
場
で
史
料
と
し
て
活
か
さ
れ
て
い
る（

５
）ご

と
く
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
本
書
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
日
蓮
の
言
と
捉
え
る
こ

と
は
留
保
し
つ
つ
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
『
秋
元
御
書
』
の
食
人
の
記
事
は
、
前
掲
の
『
頼
基
陳
状
』『
松
野
殿
御
返
事
』
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
、
い
わ
ば
パ
ッ
チ・

ワ
ー
ク
の
よ
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う
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
し
か
し
、
前
掲
二
書
に
比
べ
て
そ
の
筆
致
は
一
そ
う
激
烈
に
な
っ
て
い
る
。

「
今
日
本
国
亦
復
如
是
。
真
言
師・

禅
宗・

持
斉
等
人
を
食
す
る
者
国
中
に
充
満
せ
り
。
是
偏
に
真
言
の
邪
法
よ
り
事
起
れ
り
。
龍

象
房
が
人
を
食
し
は
万
が
一
顕
た
る
也
。
彼
に
習
て
人
の
肉
を
或
は
猪
鹿
に
交
へ
、
或
は
魚
鳥
に
切
雑
へ
、
或
は
た
ゝ
き
加
へ
、
或

は
す
し
（
鮨
）
と
し
て
売
る
。
食
す
る
者
不
知
数
。
皆
天
に
捨
ら
れ
、
守
護
の
善
神
に
放
さ
れ
た
る
が
故
也
。
結
句
は
此
国
他
国
よ

り
責
ら
れ
、
自
国
ど
し
打
し
て
、
此
国
変
じ
て
無
間
地
獄
と
成
べ
し
。」（
定
遺
一
七
三
五
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
龍
象
房
へ
の
弾
劾
も
よ
り
厳
し
く
な
り
（
後
述
）、『
松
野
殿
御
返
事
』
に
は
な
い
「
人
肉
を
鮨
に
し
て
売
る
」
と
い
う

グ
ロ
テ
ス
ク
な
一
文
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
獣
肉
と
人
肉
を
混
ぜ
鮨
に
し
て
売
る
と
い
う
蛮
行
は
、『
今
昔
物
語
集
』
に
あ
る
、
鮨
に
吐
瀉

物
を
混
ぜ
込
ん
で
平
然
と
売
っ
た
女
の
説
話
（
巻
三
一
第
三
二
話
「
人
見
酔
酒
販
婦
所
行
語
第
卅
二
」）
を
想
起
さ
せ
、
痛
烈
で
あ
る
。

　

し
か
し
鮨
の
問
題
は
別
に
し
て
も
、『
秋
元
御
書
』
の
独
自
記
述
は
見
る
べ
き
も
の
が
多
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
、
次
に
検

討
し
て
い
き
た
い
。

四
、『
秋
元
御
書
』
に
つ
い
て
⑴
：
そ
の
特
異
な
論
理

　

本
節
で
は
『
秋
元
御
書
』
に
お
け
る
食
人
の
記
事
を
検
討
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、
前
掲
引
用
に
明
ら
か
な
よ
う
に
『
秋
元
御
書
』
で
は
、『
頼
基
陳
状
』
に
記
さ
れ
る
龍
象
房
の
食
人
事
件
と
、『
松
野
殿
御
返
事
』

に
記
さ
れ
る
民
間
の
人
肉
売
買
の
件
が
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
関
連
付
け
に
つ
い
て
は
「
彼
に
習
て
」
と
あ
り
、
龍
象
房
を
模
倣
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し
て
人
々
が
人
肉
を
売
買
し
食
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
一
往
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
こ
の
食
人
行

為
の
流
行
に
つ
い
て
は
「
人
を
食
す
る
者
国
中
に
充
満
せ
り
」「
龍
象
房
が
人
を
食
し
は
万
が
一
顕
た
る
也
」
と
し
、
そ
の
根
本
的
な
原
因

に
つ
い
て
は
「
是
偏
に
真
言
の
邪
法
よ
り
事
起
れ
り
」
と
断
じ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
『
頼
基
陳
状
』
と
は
些
か
異
な
る
筆
法
で
あ
る
。『
頼
基
陳
状
』
で
は
、
龍
象
房
（
と
忍
性
）
が
「
釈
迦・

弥
陀
」
と
し
て
仰
が

れ
て
い
る
件
に
つ
い
て
、
か
か
る
活
仏
信
仰
を
集
め
る
よ
う
な
人
物
と
し
て
龍
象
房
は
相
応
し
く
な
い
と
述
べ
る
た
め
に
、
そ
の
人
肉
嗜

好
が
摘
発
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
同
書
に
お
い
て
食
人
行
為
は
、
龍
象
房
へ
の
個
人
攻
撃
の
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
案
件
で
あ
り
、
あ
く

ま
で
彼
一
個
人
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
特
殊
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
秋
元
御
書
』
で
は
、
龍
象
房
は
単
な
る
氷
山
の
一

角
に
過
ぎ
な
い
（「
万
が
一
顕
れ
た
る
也
」）
と
し
、
食
人
行
為
は
一
個
人
の
特
殊
な
癖
に
と
ど
ま
ら
ず
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
の
だ
。

（
な
お
前
述
の
よ
う
に
『
五
代
帝
王
物
語
』
に
は
、
正
元
元
（
一
二
五
九
）
年
、「
正
月
上
旬
の
比
死
人
を
喰
ふ
小
尼
出
来
て
よ
ろ
づ
の
所

に
て
喰
ふ
と
云
程
に
。
十
四
五
才
な
る
小
尼
内
野
よ
り
朱
雀
の
大
路
を
南
さ
ま
へ
行
と
て
将
に
死
人
の
上
に
乗
ゐ
て
む
し
り
喰
目
も
あ
て

ら
れ
ず
と
ぞ
有
け
る
。
童
部
し
り
さ
き
に
立
て
打
さ
い
な
め
ば
。
鳥
羽
の
方
へ
ま
か
り
け
る
後
は
い
か
ゞ
な
り
ぬ
ら
ん
」（
群
書
四
二
一

頁
）
と
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
龍
象
房
の
事
件
と
同
時
期
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
内
容
も
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
小
尼
の
事
件
が
実

は
龍
象
房
の
一
件
の
誤
伝
の
可
能
性
も
一
応
あ
る
が
、
し
か
し
別
の
事
件
で
あ
れ
ば
、
龍
象
房
以
外
に
も
食
人
を
行
い
問
題
と
な
っ
た
仏

僧
が
同
時
期
に
い
た
証
左
と
な
ろ
う
し
、『
秋
元
御
書
』
の
記
述
も
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。）

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
食
人
行
為
の
全
国
的
な
広
ま
り
に
つ
い
て
「
皆
天
に
捨
ら
れ
、
守
護
の
善
神
に
放
さ
れ
た
る
が
故
也
。
結
句
は
此

国
他
国
よ
り
責
ら
れ
、
自
国
ど
し
打
し
て
、
此
国
変
じ
て
無
間
地
獄
と
成
べ
し
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
文
は
明
ら
か
に
『
立
正
安
国
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論
』
に
お
け
る
「
善
神
捨
国
論
」
ひ
い
て
は
「
他
国
侵
逼
難
」「
自
界
叛
逆
難
」
の
二
難
の
警
告
を
念
頭
に
置
い
て
い
よ
う（

６
）（

た
だ
し
『
安

国
論
』
に
は
食
人
行
為
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
書
の
記
述
は
異
色
の
も
の
で
あ
る
）。

　

こ
こ
で
前
掲
引
用
文
を
改
め
て
確
認
し
て
お
く
と
、「
真
言
師・

禅
宗・

持
斉
な
ど
の
う
ち
、「
人
を
食
す
る
者
」
が
国
中
に
充
満
し
て

い
る
。
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
「
真
言
の
邪
法
」
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
龍
象
房
の
一
件
は
氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
模
倣
し

て
多
く
の
者
た
ち
が
人
肉
を
売
買
し
食
し
て
い
る
。
こ
れ
は
諸
天
善
神
に
捨
て
ら
れ
た
ゆ
え
で
あ
る
。」
と
な
っ
て
お
り
、
食
人
の
流
行
の

原
因
と
し
て
「
真
言
の
邪
法
」
と
「
善
神
捨
国
」
の
二
者
は
並
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
二
者
の
前
後
関
係・

因
果
関
係
が

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
は
決
し
が
た
い
が
、
と
も
あ
れ
、
邪
法
の
横
行
が
善
神
捨
国
の
状
況
下
で
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
場
合
、
他
国
侵
逼・

自
界
叛
逆
の
二
難
が
起
き
て
亡
国
と
な
る
（「
結
句
は
此
国
他
国
よ
り
責
ら
れ
、
自
国
ど
し
打
し
て
、
此
国
変
じ
て
無
間
地
獄
と
成
べ
し
」）

と
い
う
本
書
の
警
告
は
、
正
し
く
『
安
国
論
』
の
論
法
の
踏
襲
と
言
え
よ
う
。

　

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
二
難・

亡
国
の
発
端
と
な
る
「
邪
法
」
と
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。『
安
国
論
』
で
は
主
と
し
て
法
然

（
一
一
三
三
―
一
二
一
二
）
の
専
修
念
仏
を
そ
の
邪
法
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
『
秋
元
御
書
』
で
は
（
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
）
食
人
行

為
を
促
す
「
真
言
の
邪
法
」
が
該
当
す
る
。「
真
言
の
邪
法
」
が
亡
国
を
招
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
本
書
は
一
種
の
「
真
言
亡
国
論
」
を

述
べ
て
い
る
と
見
做
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
日
蓮
の
真
言
批
判
は
、
た
と
え
ば
『
神
国
王
御
書
』『
撰
時
抄
』『
報
恩
抄
』『
本
尊
問
答
抄
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
真
言

宗
の
祈
祷
は
効
験
の
な
い
ど
こ
ろ
か
逆
に
状
況
を
悪
化
さ
せ
た
例
が
歴
史
上
に
多
々
あ
り
（
承
久
の
乱
な
ど
）、
従
っ
て
蒙
古
襲
来
に
対
し

て
行
な
っ
た
ら
ば
却
っ
て
亡
国
を
招
く
だ
ろ
う
…
…
と
い
っ
た
論
法
が
主
で
あ
る
。
そ
う
し
た
通
例
の
真
言
批
判
と
比
す
る
と
、
真
言
と

亡
国
と
の
間
に
《
食
人
行
為
》
を
媒
介
さ
せ
る
『
秋
元
御
書
』
の
論
は
異
質
に
見
え
る
。
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さ
す
れ
ば
本
書
『
秋
元
御
書
』
の
当
該
記
述
は
、『
安
国
論
』
や
真
言
亡
国
論
な
ど
日
蓮
遺
文
に
往
々
に
し
て
見
ら
れ
る
基
本
的
論
法
を

一
応
踏
襲
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
特
殊
な
派
生
形
態
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
以
下
、
こ
の
『
秋
元
御
書
』
の
独
特
な
る
論
…
…
「
真
言
の
邪
法
に
よ
り
人
肉
嗜
好
が
広
ま
り
、
結
句
は
国
難
が
起
こ
っ
た
」

と
い
う
論
法
に
つ
い
て
、
以
下
に
検
討
し
た
い
。

五
、『
秋
元
御
書
』
に
つ
い
て
⑵
：「
真
言
の
邪
法
」
と
は
何
か

　

ま
ず
、
食
人
行
為
の
淵
源
と
な
る
「
真
言
の
邪
法
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
そ
う
な
の
は
、

法
賢
訳
『
佛
説
妙
吉
祥
最
勝
根
本
大
教
經
』
で
あ
る
。
同
経
は
ま
さ
に
鎌
倉
時
代
の
写
本
が
現
存
し
て
い
る
の
だ
が
（
高
山
寺
旧
蔵（

７
））、

そ

の
中
に
以
下
の
よ
う
な
儀
軌
が
説
か
れ
て
い
る
。

「
復
次
尸
陀
林
夜
叉
等
成
就
法
。
持
明
者
先
收
自
死
人
肉
、
如
前
作
法
爲
自
擁
護
已
。
以
左
手
執
刀
、
右
手
執
肉
。
於
夜
分
往
尸
陀

林
中
、
作
無
畏
相
高
聲
唱
言
。
我
今
賣
肉
。
心
念
焔
鬘
得
迦
大
明
。
時
彼
林
中
所
有
大
惡
夜
叉
羅
刹
鬼
神
等
。
聞
高
聲
賣
肉
悉
皆
出

現
…
…
彼
夜
叉
等
即
收
其
肉
已
、
一
切
所
求
皆
得
成
就
。」（
大
正
二
一
、
九
一
上
二
四
―
中
五
）

　

こ
の
よ
う
に
、
人
の
屍
肉
を
切
り
刻
み
、
刀
を
左
手
に・

肉
を
右
手
に
持
ち
、
夜
中
、
そ
の
人
肉
を
大
声
で
売
り
歩
く
…
…
と
い
う
修

法
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
修
法
は
、Bhūtadām

aratantra,

『
蘇
婆
呼
童
子
請
問
經
』（
但
し
蔵
訳
の
み
）
に
も
同
様
に
説
か
れ
て

い
る
と
い
う（

８
）。
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こ
の
よ
う
な
、『
妙
吉
祥
最
勝
根
本
大
教
經
』
所
説
の
修
法
は
、
人
肉
嗜
好
の
行
者
た
る
龍
象
房
、
そ
し
て
人
肉
を
切
り
刻
み
売
る
民
衆

…
…
そ
の
根
源
と
し
て
の
「
真
言
の
邪
法
」
と
し
て
想
定
し
得
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
人
肉
を
用
い
る
真
言
法
は
、
過
激
な
修
法
を
多
く
含
む
後
期
密
教
（
左
道
密
教
、
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
）
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る
。

か
よ
う
な
左
道
密
教
の
類
は
日
本
に
お
い
て
は
主
流
に
な
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
全
く
流
入
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

他
な
ら
ぬ
前
掲
の
『
佛
説
妙
吉
祥
最
勝
根
本
大
教
經
』
も
、
先
述
の
よ
う
に
鎌
倉
期
の
写
本
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
左
道
密
教
的

な
秘
術
が
龍
象
房
の
食
人
嗜
好
の
基
と
な
っ
て
い
た
と
見
て
、『
秋
元
御
書
』
は
「
真
言
の
邪
法
」
と
し
て
こ
れ
を
批
判
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
左
道
密
教
の
流
派
（
所
謂
「
立
川
流
」
と
目
さ
れ
る
場
合
が
多
い
）
に
つ
い
て
、
日
蓮
と
同
時
代
人
で
あ
る
心
定
が
、
そ
の
批
判

書
『
受
法
用
心
集
』（
一
二
六
八
年
成
立
）
を
著
し
て
い
る（

９
）。

こ
の
『
受
法
用
心
集
』
に
も
や
は
り
、
食
人
嗜
好
と
の
関
連
を
に
お
わ
せ
る

「
真
言
の
邪
法
」
に
つ
い
て
の
批
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
受
法
用
心
集
』
巻
上
の
冒
頭
部
は
、
近
来
世
間
に
広
ま
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
真
言
法
を
紹
介
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
こ
に
す

で
に
し
て
以
下
の
よ
う
な
文
が
見
ら
れ
る
。

「
肉
食
は
諸
仏
菩
薩
の
内
証
、
利
生
方
便
の
玄
底
な
り
。
若
し
肉
食
を
き
ら
ふ
心
あ
ら
ば
生
死
を
出
る
門
に
ま
よ
ふ
べ
し
。
さ
れ
ば

浄
不
浄
を
き
ら
ふ
べ
か
ら
ず
。
女
犯
肉
食
を
も
え
ら
ぶ
べ
か
ら
ず
。
一
切
の
法
皆
清
浄
に
し
て
速
に
即
身
成
仏
す
べ
き
旨
を
説
く
と

か
や
」（
守
山
［
一
九
六
五
］
五
三
一
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
同
書
は
、
肉
食
を
推
奨
す
る
法
が
近
年
流
行
し
て
い
る
点
を
、
真
っ
先
に
弾
劾
し
て
い
る
。
無
論
、
単
な
る
肉
食
と
「
食
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人
」
と
の
間
に
は
決
定
的
な
差
異
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
更
に
読
み
進
め
る
と
、
留
意
す
べ
き
記
述
が
出
て
く
る
。
当
該
文
を
次
に
引
用
す

る
が
、
こ
こ
で
は
本
書
の
批
判
対
象
で
あ
る
邪
法
の
由
来
と
な
っ
た
法
と
し
て
、
食
人
に
ま
つ
わ
る
呪
法
が
名
指
し
さ
れ
て
い
る
。

「
或
人
云
く
、
吒
枳
尼
の
法
に
付
て
、
讃
岐
守
高
太
夫
が
伝
の
中
に
一
の
術
法
と
し
て
此
の
作
法
あ
り
。
彼
記
に
云
く
、
吒
枳
尼
は

閻
魔
天
の
眷
属
の
中
の
小
夜
叉
神
な
り
。
一
切
の
生
類
の
肉
を
も
て
食
と
せ
り
。
其
の
中
に
殊
に
愛
す
る
食
あ
り
。
人
身
の
頂
の
十

字
の
所
に
六
粒
の
あ
ま
つ
ひ
あ
り
。
是
れ
を
人
黄
と
名
く
。
此
の
人
黄
は
是
れ
衆
生
の
魂
魄
な
り
。
或
は
出
入
の
息
と
成
て
人
の
命

を
た
も
ち
、
或
は
懐
妊
の
種
と
く
だ
り
て
人
身
を
つ
く
る
。
是
れ
を
以
て
吒
枳
尼
最
上
の
美
食
と
せ
り
。
…
…
吒
天
の
行
者
は
此
の

天
等
の
好
む
処
の
魚
鳥
の
肉
類
、
人
身
の
黄
燕
を
以
て
常
に
供
養
す
れ
ば
此
の
本
尊
歓
喜
納
受
し
て
行
者
の
所
望
を
成
就
す
る
こ
と

速
な
り
。
又
人
頭
狐
頭
等
を
壇
上
に
置
て
此
の
種
々
の
供
物
を
備
て
行
ず
れ
ば
吒
枳
尼
天
此
の
頭
骨
の
中
に
入
住
し
て
彼
の
三
魂
七

魄
を
使
者
と
し
て
種
々
の
神
変
を
現
じ
、
無
数
の
法
術
を
ほ
ど
こ
す
。
…
…
此
の
記
の
如
く
ば
一
向
外
法
に
し
て
全
く
内
法
に
は
あ

ら
ず
。
…
…
況
や
又
女
犯
肉
食
を
本
と
し
、
汚
穢
不
浄
を
行
ず
る
事
、
曽
て
内
法
に
も
外
法
に
も
本
説
な
き
事
な
り
。」（
守
山
［
一

九
六
五
］
五
四
四
―
五
四
五
頁

）
（1
（

）

　

か
く
し
て
『
受
法
用
心
集
』
で
は
「
一
向
外
法
に
し
て
全
く
内
法
に
は
あ
ら
ず
」
と
し
て
、「
讃
岐
守
高
太
夫
が
伝
」
な
る
「
記
」
に
述

べ
ら
れ
る
「
吒
枳
尼
の
法
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
「
吒
枳
尼
の
法
」
と
は
、
食
人
に
関
わ
る
修
法
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
吒
枳
尼
」、
つ
ま
り
ダ
ー
キ
ニ
ー
は
「
荼
吉
尼
」
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
真
言
を
説
く
『
大
日
経
疏
』
に
は
、
大
黒
に
化
し
た
大

日
如
来
に
化
導
さ
れ
た
食
人
鬼
と
記
述
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
生
き
た
人
間
の
心
臓
を
食
し
て
い
た
荼
吉
尼
（
吒
枳
尼
）
は
大
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日
に
化
導
さ
れ
た
後
は
、
死
人
の
心
臓
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

前
掲
引
用
ひ
い
て
は
『
大
日
経
疏
』
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
吒
枳
尼
の
好
物
は
人
身
の
中
に
あ
る
と
さ
れ
る
「
人
黄
」
で
あ
り

）
（1
（

、
こ
れ

を
摂
取
す
べ
く
人
を
食
す
ゆ
え
、
食
人
鬼
な
の
で
あ
る
。
こ
の
人
黄
を
「
魚
鳥
の
肉
類
」
と
と
も
に
供
養
す
る
と
い
う
修
法
（「
魚
鳥
の
肉

類
、
人
身
の
黄
燕
を
以
て
常
に
供
養
す
れ
ば
」）
は
、「
人
の
肉
を
…
…
或
は
魚
鳥
に
切
雑
へ
…
…
或
は
す
し
（
鮨
）
と
し
て
売
る
」（
定
遺

一
七
三
五
）
と
い
う
、『
秋
元
御
書
』
中
の
例
の
一
文
の
ご
と
き
で
あ
る
。

　

食
人
鬼
た
る
吒
枳
尼
の
た
め
、
人
身
の
黄
を
魚
鳥
の
肉
と
と
も
に
供
え
、
あ
る
い
は
人
の
頭
を
獣
の
頭
と
と
も
に
壇
上
に
祀
り
修
法
す

る
…
…
こ
の
よ
う
な
「
高
太
夫
が
伝
」
の
「
吒
枳
尼
の
法
」
を
『
受
法
用
心
集
』
は
「
全
く
内
法
に
は
あ
ら
ず
」
つ
ま
り
全
く
仏
教
で
は

な
い
「
一
向
外
法
」
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
か
か
る
外
法
が
更
に
逸
脱
し
堕
落
し
、
も
は
や
外
法
で
す
ら
な
く
な
っ
た
「
女
犯
肉
食
を

本
と
し
、
汚
穢
不
浄
を
行
ず
る
」
邪
法
と
な
っ
て
昨
今
流
行
し
て
い
る
の
だ
と
、
本
書
は
弾
劾
し
て
い
る

）
（1
（

。

　

こ
う
し
た
邪
法
の
流
行
が
亡
国
を
も
た
ら
す
と
、『
受
法
用
心
集
』
は
更
に
続
い
て
断
ず
る
の
で
あ
る
。

「
当
世
す
で
に
妖
星
頻
に
変
を
示
し
、
疾
疫
普
く
民
を
ほ
ろ
ぼ
す
。
加
之
蒙
古
の
異
域
、
当
朝
の
皇
域
を
軽
じ
奉
る
に
及
べ
り
。
偏

に
是
れ
加
様
の
邪
法
邪
教
天
下
に
弘
ま
り
て
顕
密
の
正
法
威
徳
を
う
ば
は
る
る
故
歟
。
然
れ
ば
別
し
て
は
仏
法
の
大
魔
縁
、
都
て
は

朝
家
の
大
怨
敵
な
る
べ
し
。
法
華
経
に
悪
鬼
入
其
身
置
罵
詈
毀
辱
我
と
説
け
る
心
に
異
な
ら
ず
。
倩
々
是
れ
を
思
ふ
に
正
法
を
ほ
ろ

ば
し
、
国
を
損
ぜ
ん
が
為
に
大
魔
の
所
為
な
る
べ
し
。
若
し
此
の
邪
法
を
盛
り
に
行
せ
ば
正
法
減
し
て
天
下
お
だ
や
か
な
ら
じ
。
若

し
此
の
邪
法
を
速
に
ほ
ろ
ぼ
し
て
正
法
を
行
せ
ば
国
土
亦
穏
な
ら
む
。」（
守
山
［
一
九
六
五
］
五
四
八
頁
）

（ 58 ）

日
蓮
と
食
人
（
岡
田
文
弘
）



　

妖
星
と
い
っ
た
天
変
を
観
じ
、
蒙
古
襲
来
の
脅
威
を
訴
え
、
邪
法
の
流
行
に
よ
る
亡
国
を
警
告
す
る
。
ま
さ
に
『
法
華
経
』
に
「
悪
鬼

入
其
身
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
鬼
神
が
人
々
の
身
に
入
っ
て
跋
扈
し
て
い
る
…
…
こ
う
し
た
『
受
法
用
心
集
』
の
論
は
、
ま
さ
に
日
蓮

の
論
法・
思
想
に
驚
く
ほ
ど
酷
似
し
て
い
る

）
（1
（

。
こ
れ
を
鋭
く
指
摘
し
た
末
木
［
二
〇
一
〇
］
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
こ
で
は
、
邪
法
は
立
川
流
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
立
正
安
国
論
』
で
日
蓮
が
展
開
し
て
い
る
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
議
論
を

展
開
し
て
い
る
。
心
定
が
『
立
正
安
国
論
』
を
読
ん
で
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
同
時
代
に
あ
る
程
度
流
布
し
て
い
た
考
え
方

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
…
…
日
蓮
と
い
う
と
、
孤
立
し
た
思
想
家
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
時

代
に
共
通
す
る
背
景
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。」（
二
三
〇
頁
）

　

こ
の
末
木
氏
の
指
摘
は
全
面
的
に
首
肯
し
得
る
卓
見
だ
が
、
こ
こ
に
筆
者
が
加
え
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、『
安
国
論
』
同
様
、『
秋
元

御
書
』
も
ま
た
（
あ
る
い
は
、
よ
り
一
層
）『
受
法
用
心
集
』
と
近
似
し
た
内
容
を
持
つ
と
い
う
事
実
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
先
に
見
て
き
た

よ
う
に
、
食
人
行
為
と
関
わ
る
真
言
の
邪
法
が
亡
国
を
招
く
と
の
論
理
が
、『
秋
元
御
書
』
と
『
受
法
用
心
集
』
に
は
共
通
し
て
い
る
の

だ
。

　

真
蹟
を
欠
く
『
秋
元
御
書
』
は
、
直
ち
に
日
蓮
の
言
と
は
決
し
難
い
も
の
の
、
同
書
が
『
受
法
用
心
集
』
を
生
ん
だ
時
代
…
…
そ
れ
は

取
り
も
直
さ
ず
、
日
蓮
『
安
国
論
』
を
生
ん
だ
時
代
で
も
あ
っ
た
…
…
の
土
壌
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
文
献
で
あ
る
こ
と
は
、
確
か

に
窺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。
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六
、
ま
と
め

　

本
論
文
で
は
、
日
蓮
遺
文
（『
頼
基
陳
状
』『
松
野
殿
御
返
事
』『
秋
元
御
書
』）
に
見
ら
れ
る
食
人
の
記
述
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。

　

ま
ず
先
行
研
究
史
を
概
観
す
る
中
で
、
モ
ー
ス
の
研
究
に
端
を
発
す
る
日
本
の
食
人
論
争
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
日
蓮
遺
文
が
無
視

さ
れ
て
き
た
状
況
を
確
認
し
た
。

　

つ
づ
い
て
『
頼
基
陳
状
』『
松
野
殿
御
返
事
』『
秋
元
御
書
』
の
三
書
を
概
観
し
、
前
二
書
の
折
衷
そ
し
て
発
展
と
し
て
の
『
秋
元
御
書
』

の
特
異
な
位
置
を
確
認
し
た
。

　

そ
の
『
秋
元
御
書
』
に
つ
い
て
は
、『
立
正
安
国
論
』
や
真
言
亡
国
論
か
ら
の
展
開
と
見
ら
れ
る
「
真
言
の
邪
法
に
よ
り
人
肉
嗜
好
が
広

ま
り
、
亡
国
が
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
い
う
特
異
な
論
理
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘・

検
討
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
論
理
と
関
連・

呼

応
す
る
文
献
と
し
て
、『
妙
吉
祥
最
勝
根
本
大
教
經
』
お
よ
び
『
受
法
用
心
集
』
の
存
在
を
指
摘
し
た
。

注（
１
） 

寺
石
［
一
九
一
五
］
一
一
―
一
二
頁・

熊
全
二
四
九
頁
等
。

（
２
） 

か
つ
、
本
論
文
冒
頭
に
掲
げ
た
石
井
［
一
九
八
三
］
六
九
頁
の
提
言
の
先
駆
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
３
） 

吉
岡
［
一
九
九
二
］
は
日
本
史
に
お
け
る
食
人
行
為
を
概
観
す
る
中
で
「
日
本
に
お
け
る
食
人
の
最
古
の
記
録
は
『
日
本
書
紀
』
の
欽
明
天

皇
28
年
（
567
）
条
で
あ
る
。
…
…
そ
の
後
，
長
い
問
，
食
人
の
記
録
は
見
ら
れ
な
い
が
，
戦
国
時
代
に
は
…
…
」（
二
四
―
二
五
頁
）
と
し
て
、

日
蓮
が
叙
述
す
る
中
世
に
お
け
る
食
人
に
触
れ
な
い
。

（
４
） 

な
お
前
掲
引
用
で
は
「
き
け
か
ち
ゆ
き
ゝ
て
衣
食
た
へ
、
畜
る
ひ
を
ば
食
つ
く
し
、
結
句
人
を
く
ら
う
」
の
部
分
の
真
蹟
が
残
っ
て
い
る
。

（
５
） 「
も
っ
と
も
、
こ
の
『
聖
愚
問
答
鈔
』
は
写
本
で
あ
り
、
日
蓮
に
仮
託
し
た
偽
書
と
す
る
説
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
鎌
倉
市
極
楽
寺
所
蔵
の
貞
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和
五
年
二
月
十
一
日
付
の
極
楽
寺
長
老
に
あ
て
た
足
利
尊
氏
書
状
案
に
、「
飯
島
敷
地
舛
米
并
嶋
築
及
前
濱
殺
生
禁
斷
等
事
如
元
有
御
管
領
云
嶋

築
興
行
云
殺
生
禁
断
可
被
致
厳
密
沙
汰
殊
於
禁
断
事
者
為
天
下
安
全
寿
算
長
遠
也
任
忍
性
菩
薩
之
例
可
有
其
沙
汰
候
恐
々
謹
言
」（『
鎌
倉
市
史
』

第
三
）
と
あ
り
、
こ
う
し
た
事
実
の
存
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
…
…
と
も
か
く
日
蓮
系
に
、
こ
う
し
た
批
判
の
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
」（
松
野
［
一
九
六
四
］
二
〇
三
頁
）「
忍
性
が
六
浦
の
津
料・

関
米
を
徴
収
し
た
事
実
も

―
『
聖
愚
問
答
鈔
』
が
日
蓮
の
真
撰

で
あ
る
と
偽
書
で
あ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず

―
、
あ
な
が
ち
後
世
の
偽
作
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
」（
細
川
［
一
九
八

五
］
二
六
頁
下
）

（
６
） 「
善
神
捨
国
而
相
去
聖
人
辞
所
而
不
還
。
是
以
魔
来
鬼
来
災
起
難
起
…
…
二
難
猶
残
。
所
以
他
国
侵
逼
難・

自
界
叛
逆
難
也
。」（
定
遺
二
〇
九

―
二
一
〇・

二
二
五
頁
）

（
７
） https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2607106

（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
二
〇
二
一
年
十
月
十
九
日
閲
覧
）

（
８
） 

藤
井
［
二
〇
一
九
］

（
９
） 

こ
の
『
受
法
用
心
集
』
と
並
べ
る
形
で
松
本
［
二
〇
〇
八
］（
二
三
頁
）
は
日
蓮
遺
文
『
星
名
五
郎
太
郎
殿
御
返
事
』
を
挙
げ
、「
彼
真
言
等

の
流
れ
、
偏
に
現
在
を
以
て
旨
と
す
。
所
謂
畜
類
を
本
尊
と
し
て
男
女
の
愛
法
を
祈
り
、
荘
園
等
の
望
を
い
の
る
。」（
定
遺
四
一
九
頁
）
と
し

て
、
そ
こ
に
立
川
流
と
思
し
き
真
言
法
が
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
立
川
流
と
い
う
言
葉
こ
そ
出
て
き
て
は
い
な
い
が
、
日
蓮
の
時
代
に

は
す
で
に
こ
の
流
派
が
巷
に
広
く
流
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
」
と
す
る
（
た
だ
し
同
書
は
真
蹟
が
な
い
た
め
、
こ
の
論
に
つ
い
て
は
判

断
保
留
で
あ
る
）。

（
10
） 

本
段
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
彌
永
［
二
〇
一
八
］
三
四
―
三
五・

六
八
―
七
〇
頁
参
照
。

（
11
） 「
次
荼
吉
尼
眞
言　

此
是
世
間
有
造
此
法
術
者
。
亦
自
在
呪
術
、
能
知
人
欲
命
終
者
。
六
月
即
知
之
、
知
已
即
作
法
、
取
其
心
食
之
。
所
以
爾

者
、
人
身
中
有
黄
。
所
謂
人
黄
。
猶
牛
有
黄
也
。
若
得
食
者
、
能
得
極
大
成
就
、
一
日
周
遊
四
域
。
隨
意
所
爲
皆
得
、
亦
能
種
種
治
人
。
有
嫌

者
以
術
治
之
、
極
令
病
苦
。
然
彼
法
不
得
殺
人
。
要
依
自
計
方
術
、
人
欲
死
者
去
六
月
即
知
之
。
知
已
以
術
取
其
心
。
雖
取
其
心
然
有
法
術
、

要
以
餘
物
代
之
。
此
人
命
亦
不
終
、
至
合
死
時
方
壞
也
。
大
都
是
夜
叉
大
自
在
。
於
世
人
所
説
大
極
、
屬
摩
訶
迦
羅
。
所
謂
大
黒
神
也
。
毘
盧

遮
那
以
降
伏
三
世
法
門
、
欲
除
彼
故
化
作
大
黒
神
。
過
於
彼
無
量
示
現
。
以
灰
塗
身
。
在
曠
野
中
、
以
術
悉
召
一
切
法
成
就
、
乘
空
履
水
皆
無

礙
、
諸
荼
吉
尼
、
而
訶
責
之
。
猶
汝
常
噉
人
故
、
我
今
亦
當
食
汝
。
即
呑
噉
之
。
然
不
令
死
彼
。
伏
已
放
之
、
悉
令
斷
肉
。
彼
白
佛
言
、
我
今

悉
食
肉
得
存
。
今
如
何
自
濟
。
佛
言
、
聽
汝
食
死
人
心
。
彼
言
、
人
欲
死
時
、
諸
大
夜
叉
等
知
彼
命
盡
、
爭
來
欲
食
。
我
云
何
得
之
。
佛
言
、
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爲
汝
説
眞
言
法
及
印
。
六
月
未
死
即
能
知
之
。
知
已
、
以
法
加
護
、
勿
令
他
畏
得
損
。
至
命
盡
時
聽
汝
取
食
也
。
如
是
稍
引
令
得
入
道
。」（
大

正
三
九
、
六
八
七
中
一
七
―
下
一
〇
）

（
12
） 「
人
黄
と
い
う
語
は
、
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
大
蔵
経
で
は
、『
大
日
経
疏
』（『
大
日
経
義
釈
』）
に
一
度
、
見
ら
れ
る
だ
け
で
す
。
そ
こ
で

は
、
大
黒
天
に
変
身
し
た
大
日
如
来
が
、
生
き
た
人
間
の
心
臓
を
食
う
と
い
わ
れ
る
女
鬼
「
荼
吉
尼
」
を
降
伏
す
る
神
話
の
中
で
、「
人
黄
」
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
人
黄
と
は
、
人
間
の
心
臓
の
中
に
あ
る
、
牛
に
と
っ
て
の
「
牛
黄
」
と
似
た
よ
う
な
一
種
の

結
石
で
、
荼
吉
尼
が
そ
れ
を
食
う
と
無
窮
の
呪
術
力
を
得
る
、
と
述
べ
ら
れ
、
一
種
の
想
像
上
の
物
質
と
し
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。」（
彌
永
［
二

〇
一
八
］
三
六
頁
）

（
13
） 

本
書
は
「
高
太
夫
が
伝
」
を
外
法
と
す
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
外
法
と
し
て
の
一
定
の
効
果
を
認
め
て
お
り
（「
一
旦
の
小
悉
地
は
疑
な
か
る
べ

し
」
守
山
［
一
九
六
五
］
五
四
五
頁
）、
邪
法
と
の
間
に
一
線
を
引
い
て
い
る
。
し
か
し
な
お
、「
高
太
夫
が
伝
」
つ
ま
り
食
人
鬼
た
る
吒
枳
尼

の
法
が
、
件
の
邪
法
の
源
流
と
な
っ
て
い
る
点
…
…
特
に
、
吒
枳
尼
の
食
人
行
為
を
引
き
起
こ
す
直
接
的
原
因
の
「
人
黄
」
が
、
そ
の
邪
法
の

儀
軌
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
る
点
（
彌
永
［
二
〇
一
八
］
三
四
―
三
五
頁
参
照
）
は
確
か
な
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
本
書
に
お
け

る
「
食
人
」
と
「
邪
法
」
と
に
関
連
の
あ
る
点
は
、
十
分
示
唆
さ
れ
て
い
よ
う
。

（
14
） 『
法
華
取
要
抄
』
の
後
半
部
（
定
遺
八
一
六
―
八
一
八
頁
）
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

（
テ
キ
ス
ト
）

『
昭
和
定
本　

日
蓮
聖
人
遺
文
』（
身
延
山
久
遠
寺
、
一
九
五
二
―
一
九
五
九
）
→
定
遺

心
定
『
受
法
用
心
集
』：
守
山
聖
真
［
一
九
六
五
］『
立
川
邪
教
と
そ
の
社
会
的
背
景
の
研
究
』
鹿
野
苑

『
五
代
帝
王
物
語
』：『
群
書
類
従
』
第
貳
輯
（
経
済
雑
誌
社
、
一
八
九
三
）
→
群
書

小
川
泰
堂
『
日
蓮
大
士
真
実
伝
』（
日
蓮
宗
大
教
院
、
一
八
八
四
）

（
参
考
文
献
）

Edw
ard Sylvester M

orse

［
一
八
七
九
］『
大
森
介
墟
古
物
編
』
東
京
大
学
法
理
文
学
部

石
井　
　

進
［
一
九
八
三
］「
都
市
鎌
倉
」
網
野
善
彦・

石
井
進・

笠
松
宏
至・

勝
俣
鎭
夫
『
中
世
の
罪
と
罰
』
講
談
社
、
五
九
―
六
九
頁
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井
上　

恵
宏
［
一
九
三
二
］『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
一
五
、
龍
吟
社

馬
田　

行
啓
［
一
九
三
三
］『
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
講
義
』
二
四
、
平
楽
寺
書
店

桑
原　

隲
蔵
［
一
九
三
四
］『
東
洋
文
明
史
論
叢
』
弘
文
堂

坂
井　

法
曄
［
二
〇
〇
九
］「
日
興
写
本
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」『
興
風
』
二
一
号
、
二
二
九
―
二
九
〇
頁

静　
　

春
樹
［
二
〇
〇
四
］「
仏
教
タ
ン
ト
リ
ス
ト
が
口
に
す
る
も
の　

飲
食
に
よ
る
「
即
身
成
仏
」
に
つ
い
て
」『
京
都
精
華
大
学
紀
要
』
二
六
、

六
三
―
八
四
頁

末
木
文
美
士
［
二
〇
一
〇
］『
増
補　

日
蓮
入
門
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫

田
中　

香
涯
［
一
九
四
〇
］「
我
国
に
於
け
る
食
人
の
風
習
」『
医
事
雑
考　

奇
。
珍
。
怪
』
鳳
鳴
堂
書
店
、
一
七
―
二
二
頁

寺
石　

正
路
［
一
八
八
八
］「
食
人
風
習
ニ
就
テ
述
ブ
」『
東
京
人
類
学
雑
誌
』
三
四
、
七
八
―
九
一
頁

寺
石　

正
路
［
一
八
九
三
］「
食
人
風
習
論
補
遺
」『
東
京
人
類
学
雑
誌
』
八
二
、
一
二
七
―
一
三
〇
頁

寺
石　

正
路
［
一
八
九
八
］『
食
人
風
俗
考
』
東
京
堂

寺
石　

正
路
［
一
九
一
五
］『
食
人
風
俗
志
』
東
京
堂

原
田　

信
男
［
一
九
九
五
］「
中
世
に
お
け
る
殺
生
観
の
展
開
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
六
一
、
四
一
―
五
四
頁

藤
井　
　

明
［
二
〇
一
九
］「
イ
ン
ド
密
教
に
お
け
る
肉
の
売
却　
『
ブ
ー
タ
ダ
ー
マ
ラ・

タ
ン
ト
ラ
』
の
記
述
を
中
心
に
し
て
」『
印
度
學
佛
教
學
研

究
』
六
七
（
三
）、
一
一
八
三
―
一
一
八
八
頁

細
川　

涼
一
［
一
九
八
五
］「
六
浦
上
行
寺
東
や
ぐ
ら
群
遺
跡　

中
世
寺
院
研
究
史
上
の
重
要
遺
跡
」『
東
洋
学
術
研
究
』
二
四（
二
）、
一
七
―
三
一

頁
蛍
沢　

藍
川
［
一
九
二
〇
］『
日
蓮
聖
人
と
鎌
倉
時
代
』
佐
藤
出
版
部

松
居　

竜
吾
［
二
〇
〇
五
］「
解
説
」
飯
倉
照
平
（
監
修
）『
南
方
熊
楠
英
文
論
考
「
ネ
イ
チ
ャ
ー
」
誌
篇
』
集
英
社
、
二
八
〇
―
二
八
三
頁

松
野　

純
孝
［
一
九
六
四
］「
鎌
倉
仏
教
と
慈
善
救
済
」『
仏
教
思
想
史
論
集
：
結
城
教
授
頌
寿
記
念
』
大
蔵
出
版
、
七
五
三
―
七
六
四
頁

松
本
賀
都
子
［
二
〇
〇
八
］『
真
言
密
教
立
川
流
研
究
ノ
ー
ト
』『
武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
四
、
一
九
―
三
五
頁

南
方　

熊
楠
［
一
九
七
五
］ The T

races of Cannibalism
 in the Japanese Records

『
南
方
熊
楠
全
集
』
別
巻
二
、
平
凡
社
、
二
四
三
―
二
五

二
頁
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彌
永　

信
美
［
二
〇
一
八
］「
い
わ
ゆ
る
「
立
川
流
」
な
ら
び
に
髑
髏
本
尊
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
」『
智
山
学
報
』
六
七
、
一
―
九
六
頁

吉
岡　

郁
夫
［
一
九
九
二
］「
医
療
と
し
て
の
食
人　

日
本
と
中
国
の
比
較
」『
比
較
民
俗
研
究
』
五
、
二
二
―
三
五
頁

李　
　

冬
木
［
二
〇
一
二
］「
明
治
時
代
に
お
け
る
「
食
人
」
言
説
と
魯
迅
の
「
狂
人
日
記
」」『
佛
教
大
学　

文
学
部
論
集
』
九
六
、
一
〇
三
―
一
二

六
頁

礫
川　

全
次
［
一
九
九
七
］『
人
喰
い
の
民
俗
学 （
歴
史
民
俗
学
資
料
叢
書
２
）』
批
評
社

〈
キ
ー
ワ
ー
ド 

〉
日
蓮
、
エ
ド
ワ
ー
ド・

Ｓ・

モ
ー
ス
、
南
方
熊
楠
、『
頼
基
陳
状
』、『
松
野
殿
御
返
事
』、『
秋
元
御
書
』、『
妙
吉
祥
最
勝
根
本
大
教

經
』、『
受
法
用
心
集
』

（ 64 ）

日
蓮
と
食
人
（
岡
田
文
弘
）




