
一
例
を
あ
“

と
り
あ
げ
、

既
に
日
蓮
聖
人
の
身
延
入
山
か
ら
、
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
ま
で
の
御
染
筆
に
よ
る
曼
茶
羅
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
於
て
拝
見
し
、

ｊ

そ
の
授
与
者
を
通
し
て
西
谷
に
お
け
る
聖
人
の
動
向
を
推
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
は
弘
安
三
年
（
一
二
八
○
）
以
降
の
御
調く

染
筆
を
通
し
て
、
聖
人
晩
年
の
身
延
生
活
を
尋
ね
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ふ
↑

祖
寿
五
十
九
歳
に
達
し
、
人
生
の
五
十
代
を
ま
さ
に
終
ろ
う
と
し
て
い
る
時
代
で
あ
り
、
入
山
後
七
年
を
経
過
し
て
、
身
延
山
を
愈
々

「
霊
山
浄
土
」
と
し
て
受
容
さ
れ
る
に
至
り
、
宗
教
的
な
境
界
も
益
々
透
徹
し
た
段
階
へ
入
っ
て
い
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

聖
人
に
と
っ
て
こ
れ
か
ら
入
滅
ま
で
の
三
年
間
は
、
ま
さ
に
生
涯
締
め
く
く
り
の
最
も
重
要
な
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
弘
安
三
年
七
月
二
日
付
の
大
田
殿
女
房
御
返
事
の
中
で
、
日
蓮
教
学
の
最
も
重
要
な
法
門
で
あ
る
即
身
成
仏
を

ス

「
即
身
成
仏
と
申
法
門
は
、
諸
大
乗
経
竝
に
大
日
経
等
の
経
文
に
分
明
に
候
ぞ
。
（
乃
至
）
し
か
れ
ど
も
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
。

ル

地
涌
・
龍
樹
菩
薩
・
天
台
・
妙
楽
・
伝
教
大
師
は
、
即
身
成
仏
は
法
華
経
に
限
と
を
ぽ
し
め
さ
れ
て
候
ぞ
。
我
弟
子
等
は
此
事
を
も
ひ

日
蓮
聖
人
後
期
の
曼
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

日
蓮
聖
人
後
期
の
曼
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）

Ｉ
授
与
者
を
通
し
て
の
動
向
Ｉ

一

、

上
田
本
昌



こ
れ
は
一
つ
に
は
当
時
の
西
谷
は
紙
墨
が
現
代
の
よ
う
に
豊
富
に
は
入
手
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
為
も
あ
る
が
、
特
定
の
個
人
を
通

し
て
、
そ
の
周
辺
の
人
々
に
は
広
く
周
知
さ
せ
て
、
信
仰
を
徹
底
さ
せ
教
義
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
よ
う
。
数
多
い
弟
子
や
信
徒
に
個
別
の
御
書
を
発
す
る
こ
と
な
ど
、
当
時
と
し
て
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
直

近
の
便
宜
に
托
し
て
、
伝
言
や
要
件
を
付
記
し
、
更
に
法
門
の
大
事
に
つ
い
て
も
簡
明
な
る
結
論
を
教
示
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
え
る
。

既
に
佐
渡
で
開
・
本
の
両
抄
で
の
究
明
が
な
さ
れ
、
身
延
入
山
後
も
撰
・
報
の
二
抄
に
よ
る
解
説
が
尽
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
後
の
御

書
に
は
、
こ
の
御
書
の
如
く
結
論
が
明
解
に
示
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
う
る
の
で
あ
る
。

多
い
の
で
あ
る
。

と
明
解
な
答
え
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
御
書
の
直
接
の
対
告
衆
は
、
大
田
乗
明
の
女
房
で
あ
る
が
、
古
来
、
『
即
身
成
仏
抄
』
又
は

へ

『
即
身
成
仏
事
』
と
い
わ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
堅
廻
）
更
に
右
の
文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
我
弟
子
等
は
此
事
を
を
も
ひ
出
に
せ
さ
せ
給
○
」

と
述
べ
て
い
る
の
で
、
乗
明
と
そ
の
女
房
を
介
し
て
、
広
く
「
我
弟
子
」
の
全
般
に
対
し
て
示
さ
れ
た
一
書
で
あ
る
と
み
な
し
え
よ
う
。

つ
ま
り
法
華
経
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
即
身
成
仏
に
つ
い
て
、
そ
の
結
論
を
明
確
に
さ
れ
た
大
事
な
御
書
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
一
例
で
あ
る
が
、
身
延
か
ら
各
地
の
弟
子
や
檀
越
へ
宛
た
御
書
の
中
に
は
、
宛
名
は
特
定
の
個
人
で
あ
っ
て
も
、
内
容
は

広
く
門
下
の
一
般
、
弟
子
、
信
徒
に
与
え
た
も
の
が
数
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
詮
叫
）
特
に
弟
子
に
つ
い
て
も
直
弟
子
・
孫
弟
子
の
他
に
も
、

此
の
御
書
に
み
ら
れ
る
如
く
、
在
俗
の
弟
子
（
房
・
上
人
・
聖
人
・
尼
等
）
を
も
含
め
て
、
門
下
の
全
般
を
対
象
と
さ
れ
て
い
る
場
合
が

出
に
せ
さ
せ
簿
《
〕
）

日
蓮
聖
人
後
期
の
受
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

一

一

、
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さ
て
そ
こ
で
、
弘
安
三
年
の
曼
茶
羅
で
あ
る
が
、
例
に
よ
り
『
御
本
尊
集
目
録
』
（
立
正
安
国
会
刊
）
所
収
の
順
序
に
よ
る
と
、
二
月

一
日
付
で
「
俗
日
頼
授
与
之
」
と
あ
る
第
七
一
の
御
本
尊
が
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
第
七
二
が
「
日
眼
女
授
与
之
」
と
あ
る
如
く
、
こ

の
二
幅
は
鎌
倉
在
住
の
四
條
金
吾
頼
基
・
同
妻
日
眼
女
に
宛
て
授
与
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
先
ず
第
七
一
の
日
頼
宛
の
曼
茶
羅
に
つ
い

て
は
、
堺
市
妙
国
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
の
四
條
氏
は
夫
妻
で
西
谷
の
聖
人
を
外
護
し
、
供
養
の
品
々
を
送
り
届
け
て
い
る
。

例
え
ば
こ
の
年
の
十
月
八
日
に
記
さ
れ
た
『
御
返
事
』
に
よ
る
と
、
「
自
二
殿
岡
一
米
送
給
懐
〕
）
と
あ
り
、
十
二
月
十
六
日
に
は
、
「
白
小

袖
一
・
縦
十
両
兎
を
届
け
て
い
る
。
四
條
夫
妻
の
聖
人
に
対
す
る
帰
依
は
殊
に
篤
く
曼
茶
羅
の
授
与
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
が
、
夫
婦

そ
れ
ぞ
れ
に
個
別
の
授
与
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
い
え
よ
う
。
普
通
は
親
子
・
夫
婦
と
い
っ
た
家
族
の
場
合
、
そ
の

家
の
代
表
者
に
授
与
し
て
、
家
族
で
信
仰
す
べ
き
御
本
尊
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
が
、
こ
の
場
合
は
夫
婦
個
別
に
与
え
ら
れ
て
い
る
点
か

ら
み
て
、
曼
茶
羅
の
場
合
は
為
書
が
示
し
て
い
る
如
く
、
個
人
の
本
尊
と
し
て
の
意
味
も
充
分
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
曼
茶
羅
本

尊
は
、
家
族
を
始
め
復
数
、
又
は
集
団
と
し
て
の
本
尊
の
意
味
を
持
つ
と
同
時
に
、
為
書
の
あ
る
も
の
は
そ
の
人
個
人
の
本
尊
と
し
て
尊

崇
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
日
眼
女
宛
の
御
本
尊
は
、
東
京
文
京
区
の
長
元
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
幅
尺
に

つ
い
て
は
日
頼
に
授
与
さ
れ
た
も
の
が
八
七
・
三
セ
ン
チ
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
眼
女
宛
の
は
四
六
・
一
セ
ン
チ
と
な
っ
て
い
る
。
尚
、

日
眼
女
に
与
え
ら
れ
た
曼
茶
羅
に
は
、
日
頼
授
与
と
比
較
す
る
と
、
四
天
王
を
始
め
、
梵
天
・
帝
釈
等
が
省
略
さ
れ
て
を
り
、
そ
の
分
不

動
・
愛
染
の
梵
字
が
全
紙
の
長
さ
に
わ
た
っ
て
大
害
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

次
に
同
二
月
「
彼
岸
第
六
番
」
に
図
顕
さ
れ
た
第
七
三
の
御
本
尊
が
あ
る
。
こ
れ
は
藤
原
清
正
に
授
与
さ
れ
た
も
の
で
、
京
都
の
妙
覚

寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
清
正
が
如
何
な
る
人
物
か
不
詳
で
あ
る
が
、
聖
人
か
ら
曼
茶
羅
が
授
与
さ
れ
て
い
る
の
で
、
篤
信
の
徒
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
岸
会
に
当
っ
て
の
授
与
で
あ
る
の
で
、
追
善
供
養
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

日
蓮
聖
人
後
期
の
塁
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

(妬）



日
蓮
聖
人
後
期
の
曼
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

次
に
同
年
正
月
に
日
仏
尼
（
一
二
三
一
’
九
九
）
に
与
え
ら
れ
た
第
七
四
の
曼
茶
羅
が
あ
る
。
山
梨
県
妙
了
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、

首
題
と
本
化
の
四
大
菩
薩
に
不
動
・
愛
染
の
二
梵
字
に
讃
文
・
署
名
・
花
押
と
い
っ
た
略
勧
請
で
あ
る
。
左
下
部
の
文
字
が
摩
耗
し
て
い

ノ

る
の
で
何
ん
ら
か
の
讃
文
以
外
に
添
書
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
判
読
し
難
い
。
日
仏
尼
に
つ
い
て
は
「
相
股
村
薩
華
優
婆
」
の
こ
と

（
寺
Ｉ
）

で
妙
了
日
仏
と
称
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
一
ノ
瀬
の
妙
了
寺
開
山
日
道
院
日
了
の
母
で
あ
り
、
聖
人
が
身
延
入
山
の
折
り
、
粟

飯
を
供
養
し
て
弟
子
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
難
瀞
の
鏡
と
も
い
わ
れ
、
下
之
坊
に
住
し
聖
人
に
使
え
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
は
日
仏

尼
以
外
に
も
、
近
隣
の
人
々
が
聖
人
の
入
山
を
聞
き
知
っ
て
、
そ
の
徳
を
慕
い
教
化
に
浴
そ
う
と
し
て
訪
れ
て
来
り
、
門
下
と
な
っ
た
者

も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
又
当
初
は
敵
対
し
て
法
論
を
い
ど
み
、
敗
退
し
て
教
化
さ
れ
改
宗
し
た
例
も
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
日
仏
の

他
に
も
西
谷
を
訪
れ
た
人
々
は
、
近
在
に
も
相
等
数
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
て
く
る
。
た
ま
た
ま
日
仏
の
場
合
は
曼
茶
羅
を
賜

り
、
そ
れ
が
現
存
し
て
い
る
の
で
聖
人
と
の
関
連
が
証
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
こ
う
し
た
例
は
他
に
も
数
多
く

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
身
延
近
在
の
霊
蹟
諸
寺
院
等
の
縁
起
に
よ
っ
て
推
察
し
う
る
も
の
が
あ
る
竜

第
七
五
は
同
年
二
月
の
図
顕
で
、
授
与
者
名
が
右
下
に
あ
る
が
、
こ
れ
も
不
鮮
明
で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

全
体
的
に
紙
質
の
い
た
み
が
多
く
保
存
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
為
か
文
字
の
剥
が
れ
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
の
御
本
尊
も
四
天
王
は
略
さ

れ
て
、
そ
の
分
、
梵
字
の
不
動
・
愛
染
が
紙
の
長
さ
一
杯
に
大
書
さ
れ
て
い
る
。
御
真
蹟
は
市
川
の
弘
法
寺
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
年
は
こ
う
し
た
梵
字
に
よ
る
不
動
・
愛
染
大
書
の
型
式
が
特
に
多
く
見
ら
れ
る
。
次
の
第
七
六
も
第
七
五
と
同
様
の
型
式
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
又
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
れ
は
「
優
婆
塞
日
安
」
に
授
与
し
た
も
の
で
、
右
下
隅
に
「
富
士
下

方
熱
原
六
郎
吉
守
者
依
為
日
興
弟
子
所
申
立
如
件
」
と
日
興
の
添
書
が
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
熱
原
六
郎
吉
守
は
富
士
日
興
の
弟
子
で
あ

り
、
日
興
の
判
断
に
よ
っ
て
吉
守
に
授
与
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
日
安
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
富
士
方
面
の
人
で
あ
っ
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ノ

テ

フ

た
ろ
う
と
推
察
し
う
る
。
日
興
の
『
本
尊
分
與
帳
』
に
よ
れ
ば
、
「
富
士
下
方
熱
原
六
郎
吉
守
者
、
下
野
房
弟
子
也
。
価
日
興
申
二
与

ヲ
（
９
）

之
一
・
」
と
あ
る
の
で
吉
守
は
下
野
房
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
下
野
房
は
日
興
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
す
る
と
日
興
に
と
っ

て
吉
守
は
孫
弟
子
に
当
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
何
れ
に
も
せ
よ
日
安
は
日
興
の
関
係
者
の
一
人
で
あ
っ
た
と
み
な
し
え
よ
う
。

五
か
月
前
の
弘
安
二
年
九
月
に
加
え
ら
れ
た
弾
圧
と
関
連
し
て
、
特
に
日
興
が
後
に
六
郎
吉
守
に
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
こ
こ
で
、
こ
の
頃
の
曼
茶
羅
に
四
天
王
を
略
し
て
、
特
に
不
動
・
愛
染
の
二
梵
字
を
大
害
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

な
ぜ
こ
の
時
期
の
図
顕
に
は
、
こ
う
し
た
型
式
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
体
か
ら
み
て
四
天
王
の
代
り
に
二
文
字
の
梵
字
を

左
右
に
大
害
し
て
あ
る
の
は
、
四
十
二
幅
程
で
佐
渡
で
の
図
顕
に
多
く
、
弘
安
二
年
十
一
月
の
第
七
○
か
ら
再
び
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
第
七
二
・
第
七
四
～
第
七
六
、
更
に
第
七
八
～
第
八
○
と
弘
安
三
年
三
月
ま
で
に
、
八
幅
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

不
動
明
王
に
つ
い
て
は
周
知
の
如
く
、
「
動
か
ざ
る
尊
者
」
の
意
で
、
イ
ン
ド
の
山
岳
系
俗
神
の
一
種
か
と
考
え
ら
れ
て
い
亙
叩
）
念
怒

の
形
相
を
現
し
シ
ヴ
ァ
神
の
影
響
を
受
け
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
密
教
特
有
の
尊
格
で
、
教
化
し
難
い
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
、
怒

り
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
時
恰
も
熱
原
法
難
の
直
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
敢
て
不
動
の
梵
字
を
大
書
す
る
に
至
っ
た

も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
佐
渡
へ
渡
っ
た
直
後
に
、
龍
口
法
難
を
か
え
り
み
て
不
動
・
愛
染
の
大
書
が
多
く
見
ら
れ
、
熱
原
法
難
の
直

後
、
再
び
同
様
の
型
式
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
聖
人
に
と
っ
て
法
難
と
の
関
連
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ

う
。
法
敵
と
い
う
最
も
教
化
し
難
い
衆
生
を
救
う
た
め
に
、
念
怒
の
相
を
示
し
て
い
る
と
い
う
不
動
を
特
に
大
書
勧
謂
し
た
こ
と
も
、
法

難
の
直
後
だ
け
に
首
肯
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
「
一
切
の
魔
軍
冤
敵
を
擢
滅
し
、
行
者
に
仕
え
て
擁
護
し
菩
提
を
成
満
せ
し
め
る
明
玉
Ｊ
）

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
法
難
か
ら
行
者
を
守
護
す
る
願
い
を
こ
め
て
の
図
顕
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
聖
人
は
初
期
の
遺
文

（
吃
）

に
不
動
・
愛
染
を
感
見
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
後
の
聖
人
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
曼
茶

日
蓮
聖
人
後
期
の
塁
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）
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三
月
に
入
る
と
第
七
八
の
玉
沢
妙
法
華
寺
所
蔵
の
曼
茶
羅
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
記
第
七
四
・
七
五
・
七
六
等
と
同
様
に
、
四
天
王
が
省

略
さ
れ
、
不
動
・
愛
染
大
書
の
型
式
を
と
っ
て
い
る
。
右
下
に
「
日
口
授
与
之
」
と
あ
り
、
日
号
の
下
の
字
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
何
ん

の
為
に
授
与
者
名
を
除
い
た
の
か
不
詳
で
あ
る
が
、
後
人
の
都
合
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
尚
『
玉
沢
手
鑑
草
稿
』
に
よ
る
と
、
此
の
御

日
蓮
聖
人
後
期
の
受
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

羅
へ
の
図
顕
も
そ
の
種
子
を
表
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。
修
学
時
代
に
高
野
山
へ
も
足
を
踏
み
入
れ
、
密
教
を
学
ば
れ
た
こ
と
も
あ

る
の
で
、
そ
の
結
果
が
こ
う
し
た
曼
茶
羅
に
も
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
但
し
密
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
不
動
・
愛
染
そ
の
ま
ま
を

勧
請
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
敢
て
梵
字
、
即
ち
種
子
を
も
っ
て
表
し
た
と
こ
ろ
に
、
真
言
宗
で
い
う
と
こ
ろ
の
不
動
・
愛
染
を
セ
レ
ク
ト

し
て
勧
請
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
鬼
子
母
神
や
十
羅
刹
女
と
同
様
に
、
不
動
・
愛
染
を
本
来
の
意
味
で
の
守

護
神
、
法
敵
を
催
滅
す
る
明
王
と
し
て
勧
請
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
梵
字
に
よ
る
種
子
で
表
し
た
の
も
、
実
は
本
来

の
意
味
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
愛
染
に
つ
い
て
も
自
他
彼
此
の
区
別
な
く
衆
生
を
救
済
す
る
思
想
に
根
ざ
し
て
い
る
の

で
、
敵
味
方
共
に
広
く
菩
提
を
得
せ
し
め
る
こ
と
が
使
命
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
不
動
が
法
敵
を
懲
ら
し
め
、
愛
染
が
こ
れ
を
救
済
す

る
と
い
う
一
連
の
役
目
を
果
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
曼
茶
羅
に
は
そ
う
し
た
意
味
か
ら
も
勧
請
を
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
尚
、
根
津
美
術
館
に
は
、
鎌
倉
時
代
の
「
愛
染
曼
茶
羅
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
愛
染
明
王
が
中
尊
と
な
っ
て
い
る
諺

と
こ
ろ
で
二
月
に
は
も
う
一
幅
、
第
七
七
の
曼
茶
羅
が
図
顕
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
俗
吉
清
」
に
授
与
さ
れ
た
も
の
で
浜
松
の
妙
恩

寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
の
第
七
六
と
後
述
の
第
七
八
が
、
四
天
王
を
省
略
し
不
動
・
愛
染
の
二
梵
字
が
大
書
さ
れ
て
い
る
中
に
は

さ
ま
っ
て
、
こ
れ
は
四
天
王
を
備
え
た
標
準
的
な
図
顕
と
な
っ
て
い
る
。
信
徒
の
一
人
で
あ
っ
た
吉
清
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
で
あ
る
。

一

一

一

、

(詔）



と
『
別
頭
統
紀
』
に
あ
る
如
く
で
あ
る
が
、
文
永
十
一
年
四
月
の
項
に
配
し
て
い
る
の
は
手
違
い
と
い
え
よ
う
。
聖
人
が
弘
安
五
年
十
月

日
蓮
聖
人
後
期
の
受
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

第
八
一
か
ら
四
天
王
を
備
え
た
型
式
に
戻
り
、
首
題
も
大
き
く
二
梵
字
は
や
や
小
さ
く
配
置
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
此
の
第
八
一
は

「
臨
滅
度
時
御
本
尊
」
又
は
「
蛇
形
御
本
尊
」
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
鎌
倉
妙
本
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、

ノ

「
大
曼
茶
羅
蓮
字
長
書
写
二
龍
蛇
勢
一
人
呼
為
二
蛇
形
曼
茶
羅
一
後
高
祖
入
浬
藥
之
時
向
し
是
而
坐
故
又
云
二
臨
滅
度
時
大
曼
茶
羅
一
今
存
二
比

本
尊
は
日
伝
上
人
が
上
京
の
際
に
、
「
勝
劣
一
切
二
依
テ
妙
顕
寺
ヨ
リ
附
与
也
。
此
時
日
号
ヲ
切
テ
渡
ス
歎
。
（
〕
）
と
あ
る
の
で
、
恐
ら
く

は
勝
劣
問
題
か
ら
授
与
者
の
立
場
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
都
合
が
生
じ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
削
除
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
い
え

よ
う
。
後
人
が
そ
の
時
の
都
合
で
、
添
加
や
削
除
す
る
な
ど
と
い
う
事
は
、
本
来
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
派
閥

の
対
立
に
よ
っ
て
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

三
月
に
は
五
幅
の
図
顕
が
あ
る
が
、
次
は
第
七
九
の
「
沙
弥
妙
識
」
に
授
与
さ
れ
た
曼
茶
羅
が
、
鷲
津
の
本
興
寺
に
あ
る
。
妙
識
に
つ

い
て
は
詳
細
不
明
で
あ
る
が
、
沙
弥
と
し
て
聖
人
の
教
化
を
直
接
受
け
て
い
た
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
図
顕
の
型

式
か
ら
い
っ
て
熱
原
法
難
に
関
連
し
た
人
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
特
に
不
動
・
愛
染
の
二
梵
字
が
大
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
首
題

の
「
経
」
の
文
字
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
詮
醸
）
こ
と
さ
ら
「
沙
弥
」
と
書
か
れ
て
い
る
点
か
ら
推
察
す
る
に
若
手
の
徒
と
し

て
活
躍
し
て
い
た
一
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

第
八
○
の
「
日
安
女
」
に
与
え
ら
れ
た
曼
茶
羅
も
第
七
九
と
全
く
同
様
の
型
式
と
な
っ
て
い
る
。
千
葉
市
の
随
喜
文
庫
所
蔵
で
あ
り
、

紙
の
大
き
さ
も
ほ
ぼ
同
大
で
あ
る
。
日
安
女
に
つ
い
て
も
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
左
右
の
二
梵
字
大
書
の
型
式
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
一

旦
終
る
こ
と
に
な
る
。

企
蔵
中
一
・
霞

(細）



さ
て
、
次
に
第
八
二
の
御
本
尊
は
、
同
じ
く
左
下
に
「
弘
安
三
年
欝
三
月
日
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
も
授
与
者
名
は
不
明
で
、
右

下
に
は
本
来
授
与
者
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
後
人
が
削
除
し
た
形
跡
が
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
上
に
、
『
御
本
尊
写
真
鑑
』
に
収

録
さ
れ
て
い
る
沙
弥
日
載
授
与
の
御
本
尊
は
こ
の
模
写
を
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
感
叩
）
勧
請
形
式
は
前
記
第
八
一

聖
人
第
七
百
遠
忌
を
迎
え
た
折
り
、
こ
の
臨
滅
度
時
の
御
本
尊
が
広
く
宗
門
に
お
い
て
流
布
す
る
に
至
っ
て
い
る
た
め
、
代
表
的
な
曼

茶
羅
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
大
き
さ
も
丈
が
一
六
一
・
五
糎
、
幅
一
○
二
・
七
糎
と
十
枚
継
ぎ
で
大
型
の
部
に
属
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
も
、
個
人
向
け
と
い
う
よ
り
は
法
華
堂
又
は
講
中
の
団
体
用
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
前
述
の
如
く
特
に
此
の
御

本
尊
が
著
名
と
な
っ
た
の
は
、
聖
人
入
滅
の
際
に
親
し
く
そ
の
床
頭
に
か
か
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
蛇
形
の
蓮
の
字

も
加
わ
っ
て
、
数
多
い
御
本
尊
の
中
で
も
、
特
徴
を
持
っ
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
入
滅
の
際
に
掲
げ
た
と
す
る
点
か
ら
推
す

と
、
特
定
の
個
人
宛
で
は
な
く
、
ご
自
身
の
御
本
尊
と
し
て
、
信
仰
対
象
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
く
る
。
或

い
は
、
池
上
の
館
に
あ
っ
た
も
の
と
す
る
と
池
上
氏
一
族
へ
授
与
さ
れ
て
い
た
御
本
尊
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
づ
れ
に
も
せ
よ
授

与
者
名
の
な
い
こ
の
御
本
尊
は
、
特
定
の
個
人
宛
の
も
の
で
は
な
く
、
集
団
に
対
す
る
御
本
尊
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

日
蓮
聖
人
後
期
の
塁
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

十
三
日
御
入
滅
に
際
し
、
そ
の
枕
頭
に
曼
茶
羅
を
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
『
元
祖
化
導
記
〕
）
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
第
八
一
の
曼
茶

羅
が
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
も
の
と
い
え
る
。
「
蓮
」
の
字
の
「
、
、
と
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
明
白
で
あ
る
が
、

特
に
授
与
者
名
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
通
例
と
し
て
、
年
月
日
の
付
近
に
（
又
は
右
側
下
部
）
授
与
者
の
名
が
書
写
さ
れ
て
い
る
場

合
が
多
い
。
従
っ
て
こ
の
第
八
一
は
特
定
の
授
与
者
は
な
く
、
講
中
か
集
団
的
な
人
々
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
う

プ
。
◎

(40）



弘
安
三
年
の
四
月
に
入
る
と
、
三
月
よ
り
も
多
く
次
の
如
く
年
月
明
記
の
も
の
八
幅
と
、
不
明
な
が
ら
四
月
の
御
染
筆
と
考
え
ら
れ
る

一
幅
を
加
え
る
と
九
幅
に
及
ん
で
い
る
。
即
ち
そ
の
一
つ
は
第
八
三
の
御
本
尊
で
、
「
卯
月
十
日
」
の
日
付
が
左
下
隅
に
あ
り
、
「
尼
日

実
授
与
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
三
枚
継
で
鎌
倉
の
妙
本
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
日
実
尼
は
聖
人
の
門
下
で
あ
っ
た
こ
と
は
相
違
な
い

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
直
弟
子
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
身
延
山
も
陽
春
を
迎
え
て
訪
れ
る
人
々
も
多
く
、
従
っ
て
曼
茶

羅
の
授
与
も
数
を
自
然
に
増
や
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
う
る
。
日
実
尼
も
恐
ら
く
は
、
そ
う
し
た
登
詣
者
の
一
人
と
し
て
西
谷
を

尋
ね
た
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
又
一
方
で
同
日
『
富
城
入
道
殿
御
返
事
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文

中
に
「
さ
て
は
尼
御
前
乃
御
事
を
ぽ
っ
か
な
く
候
由
、
申
侭
さ
せ
給
攪
へ
・
電
と
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
こ
の
尼
、
即
ち
富
城
殿
女
房
尼

と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
病
弱
だ
っ
た
尼
へ
の
思
い
や
り
が
窺
え
る
。

四
月
の
二
幅
目
は
、
第
八
四
の
御
本
尊
で
あ
り
、
こ
れ
も
右
下
隅
に
あ
っ
た
授
与
者
名
が
削
損
さ
れ
て
い
る
。
京
都
の
妙
覚
寺
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
尚
こ
の
頃
か
ら
四
天
王
と
二
梵
字
が
目
立
っ
て
大
き
く
な
り
、
首
題
よ
り
も
太
字
で
図
顕
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

て
、
弘
安
後
期
の
典
型
的
な
筆
法
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
ふ
れ
た
如
く
、
四
天
王
を
始
め
不
動
・
愛
染
等
の
守
護
神
に
対
し
て
、
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
お
ら
れ
た
現
れ

日
蓮
聖
人
後
期
の
曼
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

の
御
本
尊
と
同
様
で
あ
り
、
授
与
者
名
を
何
に
故
に
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
も
不
明
で
あ
る
が
、
前
述
の
第
七
八
の
場
合
を

考
え
た
時
、
同
じ
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
為
か
と
も
推
察
し
う
る
。
現
在
ど
こ
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
か
も
不
明
で
あ
る
の
で
、
詳
細
は
調

査
し
が
た
い
。

四
、

(叙）



と
記
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
恐
怖
の
中
で
国
難
か
ら
救
う
た
め
の
祈
願
、
並
に
前
述
の
熱
原
法
難
に
よ
る
迫
害
か
ら
教

団
を
守
る
上
か
ら
も
、
守
護
神
に
対
す
る
信
仰
は
強
大
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
み
な
し
え
よ
う
。
そ
れ
が
曼
茶
羅
図
顕
の
上
に

も
大
書
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
、
自
然
的
に
現
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
と
え
個
人
宛
の
曼
茶
羅
で
あ
っ
て
も
、
国
を
救
い

教
団
を
守
る
た
め
の
祈
願
を
こ
め
て
図
顕
さ
れ
た
意
図
に
は
変
り
は
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
四
月
の
三
幅
目
は
、
第
八
五
の
曼
茶
羅
で
大
村
の
本
経
寺
蔵
で
あ
る
。
こ
れ
は
右
下
に
授
与
者
名
が
あ
る
が
、
「
俗
」
の
一
字
の

み
が
、
か
ろ
う
じ
て
判
読
し
う
る
の
み
で
、
あ
と
は
表
装
の
際
に
識
落
し
た
も
の
と
さ
れ
、
故
意
に
削
損
す
る
た
め
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
切
角
、
授
与
者
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
、
表
具
の
た
め
と
は
い
え
敢
て
表
具
師
が
切
除
す
る
と
は
考
え
難

日
蓮
聖
人
後
期
の
塁
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
関
心
は
何
か
ら
き
た
も
の
か
と
考
え
る
に
、
弘
安
三
年
四
月
と
い
え
ば
、
例
の
「
弘
安
の
役
」
の
一
年
前
で
あ

る
。
五
年
前
に
「
文
永
の
役
」
が
あ
り
、
間
も
な
く
迫
り
つ
つ
あ
る
大
難
に
備
え
て
、
守
護
の
善
神
、
特
に
四
天
王
や
不
動
・
愛
染
に
対

し
て
は
、
こ
と
の
ほ
か
強
い
信
仰
を
も
っ
て
、
国
土
の
安
穏
を
祈
念
さ
れ
る
に
至
っ
た
現
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

文
永
の
役
の
恐
怖
は
国
民
の
誰
れ
し
も
が
抱
い
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
再
び
攻
め
て
来
る
不
安
を
っ
の
ら
せ
て
い
た
状
態
だ
け
に
、
弘

安
三
年
頃
は
蒙
古
の
再
度
に
及
ぶ
来
襲
を
、
大
多
数
の
者
達
が
憂
慮
し
て
い
た
。
聖
人
も
亡
国
の
難
を
救
う
た
め
の
祈
願
を
こ
め
ら
れ
た

と
し
て
も
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
・
満
）
同
年
七
月
一
百
に

ク

つ
く
し

「
当
時
日
本
国
の
た
の
し
き
人
々
は
、
蒙
古
国
の
事
を
き
き
て
は
ひ
つ
じ
の
虎
の
声
を
聞
が
ご
と
し
。
ま
た
筑
紫
へ
お
も
む
き
て
い
と

を
し
き
め
（
妻
）
を
は
な
れ
、
子
を
み
ぬ
は
、
皮
を
は
ぎ
、
肉
を
や
ぶ
る
が
ご
と
く
に
こ
そ
候
ら
め
。
い
わ
う
や
か
の
国
よ
り
お
し
よ

せ
な
ば
、
蛇
の
口
の
か
え
る
、
は
や
う
ち
や
う
し
（
庖
丁
師
）
が
ま
な
い
た
（
狙
）
に
を
け
る
こ
ゐ
ふ
な
の
ご
と
く
こ
そ
お
も
は
れ
候

を
し
き
め

せ
な
ば
、
」

ら
め
。
」
郡
〉

(錫）



く
、
こ
れ
も
意
識
し
て
依
頼
人
が
表
装
に
当
り
除
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
紙
の
大
き
さ
（
長
さ
六
○
・
九
、
幅
三
八
・
二
）

も
ほ
ぼ
第
八
四
と
同
一
で
あ
り
、
筆
法
も
勧
請
も
全
く
同
様
で
あ
る
。

ま
た
第
四
幅
目
は
日
妙
に
授
与
さ
れ
た
第
八
六
の
曼
茶
羅
で
、
近
江
八
幡
の
妙
感
寺
蔵
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
紙
に
図
顕
さ
れ
て
い
る
。

日
妙
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
乙
御
前
の
母
の
日
妙
だ
と
す
る
と
、
こ
の
曼
茶
羅
の
意
義
も
一
段
と
深
い
も
の
と
な
ろ
う
。
即

ち
日
妙
尼
は
龍
口
法
難
の
時
も
、
大
多
数
の
者
が
退
転
し
て
い
っ
た
の
に
、
女
性
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
法
華
信
仰
を
堅
固
に

持
続
し
、
佐
渡
へ
流
罪
と
な
っ
た
聖
人
を
、
乙
御
前
を
連
れ
て
尋
ね
て
い
る
諺
身
延
へ
は
建
治
元
年
に
登
っ
て
い
る
が
、
も
し
こ
の
日
妙

尼
で
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
頃
に
も
西
谷
を
尋
ね
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
例
は
勿
論
他
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
と

い
え
る
が
、
特
に
日
妙
尼
の
場
合
は
佐
渡
ま
で
聖
人
を
尋
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
事
だ

け
に
、
身
延
山
へ
の
登
詣
も
当
然
再
参
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

五
幅
目
は
第
八
七
の
曼
茶
羅
で
、
身
延
山
所
蔵
で
あ
る
。
こ
れ
も
右
下
に
授
与
者
名
が
あ
っ
た
も
の
を
削
損
し
た
跡
が
見
ら
れ
る
。
ま

た
本
来
は
本
阿
弥
家
に
伝
来
さ
れ
て
い
た
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
四
天
王
・
梵
字
・
花
押
が
目
立
っ
て
雄
大
に
書
写
さ
れ
て
を
り
、

首
題
を
始
め
諸
尊
が
そ
の
中
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
感
じ
を
受
け
る
。

第
八
八
の
曼
茶
羅
は
「
優
婆
塞
藤
原
広
宗
」
に
授
与
さ
れ
た
も
の
と
し
て
右
下
に
記
さ
れ
て
い
る
。
京
都
の
本
法
寺
所
蔵
で
一
紙
な
が

ら
雄
大
で
あ
る
。
藤
原
広
宗
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
藤
原
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
点
か
ら
推
す
と
、
身
分
・
地
位
等
を
あ

る
程
度
備
え
て
い
た
人
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
優
婆
塞
と
あ
る
の
で
信
仰
の
度
も
相
当
に
深
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
尚
こ
の
曼
茶
羅
に
は
、
第
八
一
以
来
七
幅
目
で
、
天
台
・
伝
教
の
両
大
師
と
並
ん
で
、
龍
樹
菩
薩
と
妙
楽
大
師
が
勧
請
さ
れ
て
い

る
ほ
か
、
前
の
第
八
七
と
比
較
す
る
と
、
文
殊
・
薬
王
・
普
賢
・
弥
勒
等
の
菩
薩
や
、
転
輪
聖
王
・
阿
闇
世
・
大
龍
王
等
の
勧
請
も
あ
り
、

日
蓮
聖
人
後
期
の
曼
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

(〃）



次
に
御
染
筆
の
年
時
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
第
九
○
の
「
今
此
三
界
御
本
尊
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
京
都
本
圀
寺
所
蔵
で
あ
る
が
、
首

題
の
左
右
に
「
今
此
三
界
皆
是
我
有
（
乃
至
）
能
為
救
護
」
の
讃
文
が
あ
り
、
花
押
は
右
下
部
に
大
書
さ
れ
て
い
る
。
授
与
者
も
不
明

で
あ
る
が
、
善
嚥
品
を
書
写
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
祈
願
の
為
の
御
本
尊
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
し
う
る
。
従
来
の
例
か
ら
す
る
と
病
気

平
癒
・
災
難
退
散
の
た
め
の
御
本
尊
と
し
て
顕
さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
雷

四
月
最
後
の
御
本
尊
は
十
三
日
付
第
九
一
の
「
盲
目
乗
蓮
授
与
之
」
と
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
も
京
都
本
圀
寺
蔵
で
あ
る
。
『
御
本
尊
集

目
録
』
に
よ
る
と
、
こ
の
盲
目
乗
蓮
に
つ
い
て
、
稲
田
海
素
師
が
日
興
上
人
の
「
雑
録
」
を
も
と
に
然
阿
良
忠
の
弟
子
行
敏
に
擬
し
て
い

ぱ
、
道
理
の
木
が
ゆ
る
ぐ
如
く
で
↑

な
っ
て
い
る
点
に
も
特
徴
が
あ
る
。

卯
月
の
七
幅
目
は
第
八
九
の
曼
茶
羅
で
、
「
尼
日
厳
授
与
之
」
と
授
与
者
名
が
あ
る
。
京
都
妙
顕
寺
の
所
蔵
で
三
枚
継
ぎ
で
あ
る
。
こ

の
尼
日
厳
で
あ
る
が
同
年
十
一
月
二
十
九
日
に
日
厳
尼
御
前
へ
宛
た
御
返
事
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
十
一
月
八
日
に
立
願
の

願
書
と
御
布
施
の
銭
一
貫
文
並
に
太
布
帷
子
を
送
っ
て
き
て
い
る
。
如
何
な
る
立
願
か
は
不
明
な
が
ら
、
「
叶
ひ
叶
は
ぬ
は
御
信
心
に
よ

り
候
く
し
。
全
日
蓮
が
と
が
に
あ
ら
ず
。
竜
と
聖
人
は
信
心
の
大
切
さ
を
教
示
し
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
御
本
尊
も
こ
の
日
厳
尼
宛
の
も

ク

の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
仏
祖
統
紀
』
に
よ
る
と
、
「
日
厳
優
婆
夷
者
駿
州
富
士
郡
高
橋
入
道
妻
也
〕
）
と
な
っ
て
い
る

が
、
『
御
本
尊
集
目
録
』
に
よ
る
と
建
治
二
年
二
月
の
第
三
二
の
御
本
尊
に
あ
る
日
興
添
書
に
よ
る
と
、
「
河
合
入
道
女
子
高
橋
六
郎
兵

衛
入
道
後
家
持
妙
尼
仁
電
と
あ
る
の
で
、
こ
の
説
は
「
首
肯
し
難
い
」
と
し
て
い
亙
唖
）
い
ず
れ
に
し
て
も
尼
日
厳
が
、
こ
の
頃
、
西
谷
の

ノ

聖
人
に
対
し
供
養
や
祈
願
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
御
本
尊
授
与
を
通
し
て
信
行
生
活
の
指
示
を
さ
れ
、
読
経
の
風
が
吹
け

ば
、
道
理
の
木
が
ゆ
る
ぐ
如
く
で
あ
る
と
教
訓
さ
れ
て
い
る
。
尚
こ
の
曼
茶
羅
に
は
「
経
」
字
の
下
に
珍
ら
し
く
蓮
華
が
描
か
れ
蓮
台
と

広
略
の
差
が
見
ら
れ
る
。

日
蓮
聖
人
後
期
の
受
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

(“）



る
旨
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
『
当
家
宗
旨
名
目
』
を
引
用
し
て
、
乗
蓮
房
の
こ
と
を
念
阿
弥
と
も
行
敏
と
も
い
う
こ
と
を
記
し
て
い

る
篭
）
し
か
し
、
果
し
て
こ
れ
ら
の
説
の
如
く
で
あ
る
か
否
か
、
更
に
検
討
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
聖
人
か
ら
御
本
尊
の
授

与
が
な
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
す
る
と
、
相
当
な
信
仰
家
で
あ
り
熱
心
に
聖
人
に
帰
依
し
て
い
た
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
果
し
て
行
敏
に
し
て
も
念
阿
弥
に
し
て
も
、
当
時
は
浄
土
教
の
僧
と
し
て
又
真
言
律
の
方
面
に
も
相
当
に
詳
し
い
人
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
の
逗
函
）
こ
う
し
た
人
に
御
本
尊
の
授
与
が
な
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
そ
う
に
な
い
し
、
更
に
行
敏
が
盲
目
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
乗
蓮
は
如
何
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
不
明
の
点
が
多
い
人
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
御
本
尊
に
は

四
天
王
も
普
賢
・
文
殊
等
も
省
略
さ
れ
、
二
梵
字
大
書
の
型
を
と
っ
て
い
る
。

曼
茶
羅
は
本
来
、
本
門
八
品
の
説
相
図
と
し
て
の
意
味
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
執
）
諸
仏
諸
尊
の
集
合
体
で
あ
り
、
相
貌
の
多
様
性
が

あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
、
自
と
広
略
要
の
型
式
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
図
顕
の
意
図
に
従
っ
て
、
本
尊
部
以
外
の
諸
尊
に
つ
い
て
は
、

広
略
の
種
類
を
わ
か
つ
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
又
「
お
守
り
本
尊
」
と
し
て
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
二
聖
二
天
・
四
天
王
・
不
動
・
愛
染
等
の
守
謹
神
の
勧
請
も
、
時
・
機
・

に
応
じ
て
示
顕
さ
れ
、
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
註
〕（

１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

『
棲
神
』
第
五
六
号
、
二
五
頁
以
降
を
参
照
さ
れ
た
い
。

大
田
殿
女
房
御
返
事
定
週
一
七
五
五
頁

中
山
日
祐
の
『
本
尊
聖
教
録
』
に
は
「
即
身
成
仏
事
一
巻
、
大
田
女
房
」
と
あ
る
。

「
身
延
山
よ
り
弟
子
に
与
え
ら
れ
た
宗
祖
の
遺
文
に
つ
い
て
」
の
拙
論
を
参
照
。
『
大
崎
学
報
』
第
一
五
○
号

日
蓮
聖
人
後
期
の
塁
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

(錨）
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上
野
殿
御
返
事

乙
御
前
御
消
息

日
厳
尼
御
前
御
返
事

『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』

『
御
本
尊
集
目
録
』

日
蓮
聖
人
後
期
の
受
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

四
條
金
吾
殿
御
返
事
定
過
一
七
九
九
頁

四
條
金
吾
許
御
文
同
一
八
二
一
頁

『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
八
’
一

甲
州
小
室
山
を
始
め
、
山
伏
問
答
等
に
よ
り
改
宗
し
た
例
が
、
身
延
近
辺
の
霊
場
寺
院
に
多
く
見
ら
れ
、
寺
誌
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

『
興
尊
全
集
』
（
宗
全
二
七
頁
）

『
岩
波
仏
教
辞
典
』
七
○
六
頁

宮
崎
英
修
教
授
（
『
御
遺
文
辞
典
』
九
八
○
頁
）

不
動
・
愛
染
感
見
記
定
過
一
六
頁

『
岩
波
仏
教
辞
典
』
三
頁

『
宗
学
全
香
』
史
伝
旧
記
二
’
二
九
○

『
御
本
尊
集
目
録
』
に
よ
る
と
、
第
四
期
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
二
七
頁

『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
六
’
二
七

『
元
祖
化
導
記
』
下
’
四
二

『
御
本
尊
集
目
録
』
一
二
一
頁

富
城
入
道
殿
御
返
事
定
遺
一
七
四
六
頁

フ
ビ
ラ
イ
・
ハ
ン
（
在
位
一
二
六
○
’
九
四
）
は
高
麗
政
策
を
媒
介
と
し
て
、
日
本
へ
二
度
の
攻
略
を
行
っ
て
き
た
。
「
日
蓮
の
宗
教
は
蒙
古

国
書
の
到
来
ｌ
蒙
古
襲
来
（
元
冠
）
を
契
機
と
し
て
社
会
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
川
添
昭
二
教
授
（
『
御
遺
文
辞
典
』

二
二
四
頁
）

二同同定
五 週

’ 一一一
一八○七

四 一九六
九 九八七
頁 頁頁頁

(妬）



へへへ

302928
ｰシゞ

へへ

2726
ｰ営

同
一
二
九
頁

当
時
は
悪
病
が
流
行
し
や
改
元
さ
れ
る
程
ま
で
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
門
下
の
中
に
も
病
魔
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
人
々
も
相
当

数
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
『
棲
神
』
第
六
五
号
の
拙
論
、
二
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
御
本
尊
集
目
録
』
一
三
一
頁

高
木
豊
教
授
（
『
御
遺
文
辞
典
』
二
五
二
頁
）

観
心
本
尊
抄
定
遺
七
一
三
頁

日
蓮
聖
人
後
期
の
受
茶
羅
に
つ
い
て
（
二
）
（
上
田
）

(47）


