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世
に
「
弘
安
の
役
」
と
し
て
、
語
り
伝
え
ら
れ
た
国
難
の
あ
っ
た
年
も
、
よ
う
や
く
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
た
十
二
月
八
日
に
、
上
野
殿

母
尼
御
前
か
ら
、
米
一
駄
と
清
酒
一
筒
、
そ
れ
に
薮
香
一
衣
等
の
食
糧
品
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
礼
状
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
聖
人
の
病

( 1 ) 

状
は
相
当
に
進
み
、
な
か
な
か
返
書
を
出
す
に
も
容
易
な
事
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
御
番
は
現
在
、
富
士
の
大
石
寺
に
在
り
、
重
要
文
化

財
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
病
身
の
筆
に
し
て
は
、
し
っ
か
り
し
た
筆
跡
で
、
六
紙
共
筆
勢
に
衰
え
は
見
せ
て
い
な
い
。
こ
の
母
尼
と
は
、

前
に
も
出
て
き
た
が
、
南
条
時
光
の
母
尼
で
あ
り
、
送
ら
れ
て
き
た
品
々
に
対
す
る
お
礼
と
、
先
に
世
を
去
っ
た
七
郎
五
郎
の
こ
と
を
追

憶
し
て
、
こ
の
母
尼
を
慰
さ
め
た
の
で
あ
る
。

「
こ
の
と
こ
ろ
の
や
う
せ
ん
A
＼
に
申
ふ
り
候
ぬ
。
」
と
あ
る
の
で
、
身
延
山
の
様
子
は
、
先
便
に
て
し
ば
し
ば
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
書
簡
も
多
く
賜
っ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
南
条
家
か
ら
の
供
養
も
、
多
か
っ
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
今
回
送
っ
て
き
た
中
の
蕃
呑
は
、
薬
草
の
一
種
で
あ
る
か
ら
、
母
尼
が
聖
人
の
病
状
を
気
遣
っ
て
、

添
え
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
当
時
と
す
れ
ば
不
便
な
山
中
の
生
活
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
極
め
て
貴
重
な
薬
品
で
あ
っ
た
ろ
う
。

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
（
上
回
〉
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「
去
ず
永
十
一
年
六
月
十
七
日
こ
の
山
に
入
凶
慌
て
今
年
十
二
月
八
日
に
い
た
る
ま
で
、
此
の
山
山
山
芋
一
歩
も
候
は
ず
o

」

身
延
山
の
西
谷
に
建
立
さ
れ
た
草
庵
に
入
ら
れ
た
月
日
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
爾
来
一
歩
も
山
外
に
は
足
を
運
ん
で
い
な
い
こ
と
も
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
古
来
、
こ
の
一
文
か
ら
、
聖
人
は
全
く
一
歩
も
西
谷
か
ら
外
へ
は
出
て
お
ら
れ
な
い
と
す
る
説
を
立
て
て
い
る
者
も

い
る
が
、
し
か
し
「
此
の
山
」
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
「
身
延
山
」
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、

「
西
谷
」
の
み
を
限
定
し
て
考
え
る
こ
と

は
、
当
を
得
た
も
の
で
は
な
い
。
西
谷
を
含
む
身
延
全
山
を
「
此
の
山
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
た
ら
、
在
山
中
の

行
動
範
囲
も
、
西
谷
の
草
庵
附
近
と
限
定
し
て
考
え
た
場
合
よ
り
、
遥
か
に
広
い
も
の
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

当
時
は
ど
の
辺
ま
で
を
身
延
山
と
称
し
て
い
た
か
、
限
界
は
さ
だ
か
で
な
い
が
、
凡
そ
聖
人
の
数
多
い
在
山
中
執
筆
の
御
脅
か
ら
推
し

て
、
西
は
七
面
山
・
東
は
天
子
獄
・
南
は
鷹
取
山
と
い
っ
た
山
々
に
固
ま
れ
た
中
の
、
北
側
に
身
延
山
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、

四
の
河
あ
り
o

所
謂
、
富
士
河
・
早
河
・
大
白
河
・
身
延
河
飴
叱
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
東
西
南
北
に
そ
れ
ぞ
れ
天
子
獄
・
七
面
山

「
中
に

( 2 ) 

・
鷹
取
山
を
置
い
て
限
界
と
し
、

「
中
に
四
の
河
」
を
有
す
る
と
い
う
相
当
な
範
囲
を
持
っ
た
「
身
延
山
」
の
存
在
を
指
し
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
現
在
の
感
覚
で
身
延
山
と
い
っ
た
場
合
の
範
囲
と
は
、
大
部
異
り
、
広
さ
や
深
さ
の
面
で
も
、
か
な
り
の
広
範
囲

を
指
し
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
実
際
に
身
延
山
の
麓
を
、
ど
の
あ
た
り
ま
で
に
決
め
る
か
、
そ
の
決
め
方
に
よ
っ
て
も
「
身
延
山
」
と

称
す
る
全
山
の
範
囲
が
異
っ
て
こ
よ
う
。

「
方
十
三
里
」
と
い
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
そ
の
当
時
に
あ
っ
て
も
面

円
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積
や
限
界
が
、
あ
る
程
度
は
っ
き
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
う
こ
と
は
推
察
で
き
る
。
し
か
し
聖
人
が
こ
こ
で
「
此
の
山
」
と
い
わ
れ
た
身

勿
論
、
南
部
六
郎
実
長
が
、
寄
進
し
た
身
延
山
に
つ
い
て
は
、

延
山
は
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
意
味
で
の
厳
密
な
一
山
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
範
囲
な
、
箆
の
辺
も
含
め
た
四
河
を
中

に
有
す
る
範
囲
の
「
此
の
山
」
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。



た
と
え
ば
、
入
山
以
来
、
九
年
間
も
西
谷
か
ら
一
歩
も
外
へ
出
ら
れ
な
か
っ
た
と
、
狭
義
に
解
す
る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
不
自
然
で
あ

包

チ

p

り
、
「
峯
に
上
て
わ
か
め
や
生
い
た
る
と
見
候
へ
ば
、
さ
に
て
は
な
く
し
て
わ
ら
び
の
み
詑
立
た
り
。
谷
に
下
て
あ
ま
の
り
や
を
い
た
る

と
尋
れ
ば
、
あ
や
ま
り
て
や
み
る
ら
ん
、
芹
の
み
し
げ
り
ふ
し
た
り
。
」
と
い
う
山
中
の
生
活
状
況
か
ら
推
し
て
、
時
に
は
身
延
の
峯
に

登
り
、
ま
た
或
る
時
は
谷
深
く
下
っ
て
芹
を
摘
む
と
い
っ
た
、
大
自
然
と
の
交
わ
り
を
通
し
な
が
ら
、
心
し
ず
か
に
法
華
経
行
者
の
晩
年

を
、
読
諭
三
昧
・
唱
題
三
味
等
に
す
ご
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
方
が
、
よ
り
自
然
な
見
方
と
い
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
九
年
在
山
中
に
は
、

た
ま
に
波
木
井
の
皇
、
或
い
は
近
辺
麓
の
人
々
を
尋
ね
て
は
、
話
を
交
わ
す
こ
と
も
当
然
な
が
ら

あ
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
「
こ
の
は
き
ゐ
は
法
に
す
ぎ
て
か
ん
じ
候
。
ふ
る
き
を
き
な
ど
も
に
と
ひ
候
へ
ば
、
八
十
・
九
十
・
一
百

〈
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に
な
る
者
の
物
語
候
は
、
す
べ
て
い
に
し
へ
こ
れ
ほ
ど
さ
む
き
事
候
は
ず
。
」
と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
首
肯
で
き
よ
う
。

「
此
の
山
出
宇
一
歩
も
侯
は
ず
」
と
い
う
「
此
の
山
」
は
、
ま
た
後
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
広
範
囲
な
も
の

で
あ
っ
て
、
決
し
て
西
谷
の
草
庵
近
辺
を
限
定
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
い
え
よ
う
。
さ
て
、

「
た
だ
し
八
年
が
聞
や
せ
や
ま
い
と
申
、
齢
と
申
、
と
し
A
＼
に
身
ゆ
わ
く
、
心
を
ぼ
れ
候
つ
る
ほ
ど
に
、
今
年
は
春
よ
り
こ
の
や
ま

つ
ぎ
に
、

( 3 ) 

こ
う
し
た
点
か
ら
、

い
を
こ
り
て
、
秋
す
ぎ
冬
に
至
る
ま
で
、

日
々
に
お
と
ろ
へ
、
夜
々
に
ま
さ
り
候
つ
る
が
、
こ
の
十
余
日
は
す
で
に
食
も
ほ
と
を
ど

と
ど
ま
り
て
候
上
、
雪
は
か
さ
な
り
、
来
、
は
せ
め
候
。
身
の
ひ
ゆ
る
事
石
の
ご
と
し
。
胸
の
つ
め
た
き
事
氷
の
ご
と
し
。
」

と
あ
る
の
で
、
こ
の
頃
の
聖
人
が
、
ど
の
程
度
の
病
状
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
年
は
正
月
以
来
、
「
や
せ
や
ま
い
」

円
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一
時
は
病
状
も
重
か
っ
た
が
、
春
三
月
頃
、
陽
気

に
悩
ま
さ
れ
、
二
月
頃
は
檀
信
徒
へ
手
紙
の
返
事
を
書
く
さ
え
思
う
よ
う
に
で
き
ず
、

の
よ
く
な
っ
た
の
と
同
時
に
、
や
や
小
康
を
え
た
が
、
七
月
か
ら
再
び
食
欲
不
振
と
な
り
、
は
っ
き
り
し
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
門
下
の

人
々
は
こ
う
し
た
聖
人
の
病
状
か
ら
察
し
て
、
草
庵
の
大
改
修
を
行
い
、
来
る
べ
き
厳
冬
へ
の
備
え
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
清
せ
病
と
い

身
延
山
晩
年
の
回
避
聖
人
ハ
上
回
〉
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う
の
は
、
前
述
し
た
が
、
消
化
器
の
疾
患
で
、
下
痢
を
伴
う
腹
部
の
病
で
あ
り
、
慢
性
化
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
病
疾
に

加
え
て
老
齢
に
よ
る
衰
退
し
た
体
力
が
、

一
層
健
康
を
害
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
夜
々
に
ま
さ
り
候
」
と
い
う
の
で
、
寒
さ
と
共
に

病
状
が
ま
た
悪
化
を
増
し
て
き
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
西
谷
の
草
庵
が
あ
っ
た
近
辺
の
冬
は
、
日
照
時
間
も
短
か
く
一
旦
降
っ
た
雪
は
、

な
か
な
か
解
け
な
い
た
め
、
病
人
に
は
不
向
き
の
場
所
で
あ
り
、
石
や
氷
の
よ
う
な
冷
え
の
病
身
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
か
た
く
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
し
か
る
に
こ
の
酒
、
は
た
た
か
に
さ
し
わ
か
し
て
、

ル

【
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と
し
、
ゅ
に
入
に
に
た
り
。
」

か
つ
こ
う
を
は
た
と
く
い
切
て
、

一
度
の
み
で
候
へ
ば
、
火
を
胸
に
た
く
が
ご

聖
人
は
酒
を
こ
の
よ
う
に
「
薬
酒
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
冷
え
た
身
を
あ
た
た
め
る
た
め
の
薬
と
し
て
服
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
文
の
あ
と
、
去
年
九
月
五
日
に
逝
去
し
た
故
五
郎
殿
の
こ
と
に
ふ
れ
、
母
尼
を
慰
め
て
い
る
。
末
文
に
は
、

＋
 

蓮
は
所
労
の
ゆ
へ
に
人
々
の
御
文
の
御
返
事
も
申
ず
候
つ
る
が
、
こ
の
事
は
あ
ま
り
に
な
げ
か
し
く
候
へ
ば
、
ふ
で
を
と
り
て
候
ぞ
。
」 I 

日

( 4 ) 

と
あ
る
の
で
、
聖
人
の
病
状
が
い
か
に
重
く
な
っ
て
来
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
ま
た
同
時
に
、
各
地
の
門
下
よ
り
、
聖
人
を
見
舞
う
つ
も

り
の
御
供
養
や
、
書
状
等
も
多
く
あ
っ
て
、

一
つ
一
つ
に
返
信
を
脅
く
こ
と
が
、
病
身
に
と
っ
て
は
難
儀
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
筆
ま
め
の
聖
人
が
、
筆
の
と
れ
ぬ
程
に
健
康
を
害
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
五
郎
般
を
失
っ
た
母
尼
の
身
の
上
を
思
う
と

き
、
あ
わ
れ
で
筆
を
と
ら
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
聖
人
の
檀
越
を
思
う
心
情
の
深
さ
が
、
文
底
に
溢
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、

「
こ
れ
も
よ
も
ひ
さ
し
く
も
こ
の
よ
う
に
候
は
じ
。

f
 

の
な
げ
き
申
っ
た
へ
候
は
ん
。
」

一
定
五
郎
殿
に
ゆ
き
あ
い
ぬ
と
を
ぼ
へ
候
。
母
よ
り
さ
き
に
見
参
し
候
わ
ば
、
母

と
あ
る
の
で
、
聖
人
は
こ
の
世
に
、
も
う
長
い
こ
と
は
お
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
こ
の
頃
す
で
に
悟
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
聖



人
は
子
に
先
立
た
れ
た
母
に
対
し
、
病
身
を
押
し
て
、
敢
て
筆
を
と
り
、
母
で
あ
る
あ
な
た
よ
り
先
に
、
霊
山
浄
土
へ
出
か
け
て
行
っ
た

場
合
に
は
、
五
郎
殿
に
必
ず
行
き
合
っ
て
、
母
の
な
げ
き
を
伝
え
て
あ
げ
よ
う
と
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
聖
人
か
ら
こ
う
し
た
厚
い

心
情
の
こ
も
っ
た
手
紙
を
手
に
し
た
上
野
母
御
前
は
、
ど
ん
な
に
か
心
が
慰
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
筆
を
執
っ
た
聖
人
も
、

ま
た
与
え
ら
れ
た
母
御
前
も
、
共
に
涙
な
が
ら
の
一
文
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
せ
ら
れ
る
。

す

み

ざ

け

み

そ

な

ま

わ

か

め

戸
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「
聖
人
一
つ
つ
、
味
文
字
一
を
け
、
生
和
布
一
こ
」
が
送

こ
の
書
簡
を
記
さ
れ
た
三
日
後
の
十
一
日
に
は
、
武
蔵
の
池
上
宗
仲
か
ら
、

ら
れ
て
き
た
。
病
状
を
案
じ
て
の
お
見
舞
い
を
か
ね
た
ご
供
養
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
聖
人
は
短
文
な
が
ら
感
謝
の
心
を
こ
め
た
礼
状
一

文
を
草
し
て
い
る
。
真
践
は
伝
っ
て
い
な
い
が
、
本
満
寺
本
の
写
本
が
伝
っ
て
い
る
。
『
録
外
考
文
』
に
よ
る
と
、
「
或
云
コ
弘
安
二
年
六

或
本
云
＝
十
月
九
重
師
写
本
日
依
－
一
日
住
御
所
望
－
以
－
－
上
総
伊
北
狩
野
大
炊
助
御
自
筆
－
謹
写
畢
、
日
真
私
自
御
真
筆
者
平
仮
名
也
。
此
一

通
者
自
＝
日
能
－
日
真
書
ν之
」
と
あ
る
の
で
、

一
説
に
は
弘
安
二
年
と
し
、

ま
た
十
月
に
配
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
真
蹟
も
上
総

( s ) 

伊
北
狩
野
大
炊
助
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
本
文
に
つ
い
て
も
、

「
聖
人
ハ
清
酒
ナ
リ
、
味
文
字
ハ
味
噌
ナ
リ
、
和
布
ハ
ワ
カ
メ

即
海
草
ナ
リ
。
」
と
解
説
し
て
い
る
。
生
和
布
を
飛
脚
便
で
届
け
て
来
た
宗
仲
の
聖
人
を
気
遣
う
気
持
ち
が
、
敢
て
病
身
に
筆
を
執
ら
せ

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
心
ざ
し
大
海
よ
り
ふ
か
く
、
善
根
は
大
地
よ
り
も
厚
し
。
幸
甚
幸
甚
」
と
い
う
一
文
の
中
に
、
聖
人
の
こ
の
上
な
い
感
謝
の
心
が
こ

も
っ
た
も
の
が
感
じ
と
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
聖
人
の
こ
う
し
た
感
謝
の
意
は
、
供
養
し
て
き
た
品
々
に
対
す
る
お
礼
の
意
味
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
供
養
し
よ
う
と
す
る
「
心
ざ
し
」
が
大
事
で
あ
っ
て
、
人
々
は
こ
の
「
心
ざ
し
」
に
よ
っ
て
善
根
を
積
み
、
「
心
ざ
し
」

に
よ
っ
て
仏
に
成
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
清
酒
・
味
噌
・
和
布
と
い
っ
た
品
々
を
通
し
て
、
供
養
し
て
き
た
人
の
「
心
ざ
し
」
を
賞
し
、

《

m〉

感
謝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
貧
者
の
一
灯
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
形
や
数
に
よ
る
供
養
で
は
な
く
、

「
心
ざ
し
」
が
重
要

身
延
山
晩
年
の
回
避
聖
人
（
上
回
〉



身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
〈
上
回
〉

と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
は
ま
た
下
旬
の
二
十
七
日
に
、
窪
尼
御
前
か
ら
届
け
ら
れ
た
御
供
養
品
に
対
す
る
礼
状
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

「
し
な
じ
な
の
も
の
を
く
り
給
て
候
。
善
根
と
申
は
大
な
る
に
よ
ら
ず
、
叉
ち
い
さ
き
に
も
よ
ら
ず
、
固
に
よ
り
、
人
に
よ
り
、
時
に

《

U
〉

よ
り
、
ゃ
う
や
う
に
か
わ
り
て
候
。
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
正
月
を
間
近
に
控
え
た
西
谷
へ
、

正
月
用
の
品
々
を
御
供
養
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
善
根
功
徳
は

口
聞
の
大
小
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
文
に
続
き
イ
γ
ド
に
お
け
る
須
達
長
者
の
例
を
あ
げ
、
ま
こ
と
の

善
根
の
あ
り
方
を
教
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
月
氏
第
一
の
須
達
長
者
は
、
祇
園
精
舎
を
建
立
し
て
、
仏
に
寄
進
を
し
た
け
れ
ど
も
、
火
災

に
あ
っ
て
あ
と
か
た
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
長
者
は
魚
を
こ
ろ
し
て
商
売
を
し
、
長
者
と
な
っ
た
の
で
、
こ
の
人
の
建
立
し
た

寺
も
、

つ
い
に
は
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
し
、

「
今
の
人
々
の
善
根
も
叉
か
く
の
ご
と
く
」
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
戦
乱
を

( 6 ) 

起
し
多
く
の
人
々
を
犠
牲
に
し
て
得
た
所
領
や
、
わ
け
も
な
く
民
を
わ
ず
ら
は
し
て
得
た
財
産
な
ど
で
、
普
根
を
積
む
よ
う
な
こ
と
を
し

て
み
て
も
、

「
此
等
は
大
な
る
仏
事
と
み
ゆ
れ
ど
も
、
仏
に
も
な
ら
ざ
る
上
、
其
人
々
あ
と
も
な
く
な
る
事
な
り
。
」
と
説
い
て
、
形
の

上
だ
け
の
善
根
が
、

は
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、

い
く
ら
心
の
こ
も
っ
た
善
根
で

あ
っ
て
も
、

「
供
養
せ
ら
る
る
人
だ
に
も
あ
し
け
れ
ば
功
徳
と
な
ら
ず
、

か
へ
り
て
悪
道
に
お
つ
る
事
候
」
と
述
べ
、
供
養
を
受
け
る
人

に
よ
っ
て
も
、
大
き
な
差
を
生
じ
、
逆
の
効
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
此
は
日
蓮
を
御
く
や
う
は
候
は
ず
、
法
華
経
の
御
く
や
う
な
れ
ば
、
釈
迦
仏
・
多
宝
仏
・
十
方
の
諸
仏
に
此
功
徳
は
ま
か
せ
ま
い
ら

せ
候
。
」

短
文
な
が
ら
こ
の
一
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
相
当
に
深
い
も
の
が
あ
る
。

「
日
蓮
を
供
養
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
は
法
華



経
へ
の
ご
供
養
で
あ
る
」
こ
と
を
第
一
に
し
、
次
に
「
法
華
経
へ
の
ご
供
養
な
の
で
、
三
仏
に
功
徳
を
ま
か
せ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
日
蓮
↓
法
華
経
↓
一
一
一
仏
」
と
い
う
功
徳
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
最
善
の
供
養
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
善
根
功
徳
の

積
み
方
に
つ
い
て
、
真
の
あ
り
方
を
説
き
示
し
た
一
書
と
し
て
特
に
注
目
に
価
い
す
る
御
書
と
い
え
る
。
真
蹟
は
伝
っ
て
い
な
い
が
、
日

輿
の
写
本
が
富
士
大
石
寺
に
あ
る
。

な
お
、
こ
の
暮
は
寒
さ
も
厳
し
く
、
降
雪
も
お
び
た
だ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
末
文
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
病
身
に

と
っ
て
は
耐
え
難
い
寒
波
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
で
き
よ
う
。

さ
て
、
弘
安
四
年
も
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
暮
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
年
の
御
書
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
次
の
各

書
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
『
大
白
牛
車
御
消
息
』
で
、
真
蹟
は
伝
っ
て
い
な
い
が
、
『
録
外
考
文
』
に
よ
る
と
、
「
延
山
親
書
無
＝
姓
名
－
、

〈担〉

彼
賜
＝
南
部
氏
－
欺
、
南
部
氏
送
ν菜
之
復
書
也
」
と
し
て
い
る
。
法
華
経
の
大
白
牛
車
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
り
、
「
法
華
経
の
行
者
の
乗

テ

ル

ペ
き
車
」
で
あ
る
と
し
、
「
我
よ
り
後
に
来
り
給
は
ん
人
々
は
、
此
車
に
め
さ
れ
て
霊
山
へ
御
出
有
ベ
く
候
。
日
蓮
も
同
じ
寧
に
乗
て
御

〈

uv

迎
に
ま
か
り
向
ふ
ベ
く
候
。
」
と
結
ん
で
い
る
。

( 7 ) 

そ
の
こ
は
『
西
山
殿
後
家
尼
御
前
御
返
事
』
で
あ
る
。
真
蹟
は
な
く
日
興
の
写
本
が
大
石
寺
に
伝
っ
て
い
る
。

主

主

る

V
E
O
M〉

や
ま
の
い
も
、
野
老
せ
う
せ
う
給
了
。
」
と
あ
る
の
で
、
富
士
の
大
内
安
清
後
家
尼
か
ら
供
養
を
受
け
た
礼
状
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（日
v

「
仕
コ
鎌
倉
－
称
三
二
郎
こ
と
あ
り
、
日
興
の
教
化
を
受
け
て
改
宗
し
、
南
部
氏
も
大
内

「
あ
ま
ざ
け
一
を
け
、

西
山
殿
に
つ
い
て
は
『
録
外
考
文
』
に
よ
る
と
、

氏
の
導
き
に
よ
り
入
信
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。

党
網
経
や
大
論
を
引
用
し
て
、
供
養
の
功
徳
を
述
べ
て
い
る
が
、

「
を
と
こ
ハ
夫
）
に
も
す
ぎ
わ
か
れ
、

た
の
む
か
た
も
な
き
尼
の
、

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
〈
上
回
〉



身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
〈
上
回
〉

駿
河
の
圏
西
山
と
申
と
こ
ろ
よ
り
、
甲
斐
国
波
木
井
の
山
中
に
を
く
ら
れ
た
り
。
」
と
い
う
の
で
、
施
主
の
西
山
殿
後
家
尼
の
所
在
が
或

る
程
度
、
は
っ
き
り
す
る
が
、
こ
の
尼
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
は
、
詳
細
が
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
。
な
お
「
日
蓮
は
わ
る
き

－』がね

者
に
て
候
へ
ど
も
、
法
華
経
は
い
か
で
か
お
ろ
か
に
お
は
す
べ
き
。
ふ
く
ろ
は
く
さ
け
れ
ど
も
つ
つ
め
る
金
は
き
よ
し
。
池
は
き
た
な
け

と
が
ね

れ
ど
も
は
ち
す
は
清
浄
也
。
」
と
述
べ
、
法
華
経
の
金
を
と
る
た
め
に
は
、
ふ
く
ろ
を
捨
て
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て

い
る
。

「
臨
終
わ
る
く
ば
法
華
経
の
名
を
り
な
ん
。
」
と
述
べ
、
臨
終
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
点
か
ら
、
す
で
に
そ
の
機
の
近
づ
い
て
い

る
こ
と
を
悟
ら
れ
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

次
に
も
う
一
番
『
妙
法
尼
御
前
御
返
事
』
が
あ
る
O

Y
E
r
u
」

畢
」
と
あ
る
の
で
、
明
衣
が
送
ら
れ
て
き
た
礼
状
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
妙
法
尼
も
出
生
等
の
詳
し
い
事
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
駿

こ
れ
も
真
蹟
は
伝
っ
て
い
な
い
が
、

本
満
寺
本
の
写
本
が
あ
る
。

ゆ
か
た
ひ
ら
ヲ
ヒ

「
明
衣
一
給

河
の
岡
宮
に
住
み
、
す
で
に
夫
や
身
内
の
者
と
も
死
別
し
た
不
幸
の
身
の
上
で
あ
っ
た
。

「
男
に
も
を
く
れ
、
親
類
を
も
は
な
れ
、

( 8 ) 

人
あ
る
娘
も
は
か
ば
か
し
か
ら
ず
便
り
な
き
上
、
法
門
の
故
に
人
に
も
あ
だ
ま
れ
さ
せ
給
ふ
女
人
、
さ
な
が
ら
不
軽
菩
薩
の
如
し
。
」
と

あ
る
の
で
、
凡
そ
の
身
の
上
が
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
信
仰
の
念
は
篤
く
、
法
門
の
た
め
他
人
に
あ
だ
ま
れ
で
も
退
転
せ
ず
、
不
軽
の

如
く
だ
と
評
さ
れ
て
い
る
点
、
檀
越
の
中
で
も
女
人
な
が
ら
範
と
す
る
に
足
り
る
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
文
で
は
、
摩
詞
波
閤

波
提
比
丘
尼
の
例
を
あ
げ
、
女
人
・
二
乗
の
成
仏
を
説
い
て
い
る
。

「
今
末
代
悪
世
の
女
人
と
生
れ
さ
せ
給
て
、
か
か
る
も
の
お
ぼ
え
ぬ
島
の
え
び
す
〈
夷
〉
に
、
の
ら
れ
、
打
れ
、
責
を
し
の
び
、
法
華

経
を
弘
め
さ
せ
給
。
彼
比
丘
尼
に
は
雲
泥
勝
て
あ
り
と
仏
は
霊
山
に
て
御
覧
あ
る
ら
ん
。
彼
比
丘
尼
の
御
名
を
一
切
衆
生
喜
見
仏
と

申
は
別
の
事
に
あ
ら
ず
。
今
の
妙
法
尼
御
前
の
名
に
て
侯
ベ
し
。
」

と
あ
る
ご
と
く
、
こ
の
尼
は
妙
法
を
弘
め
る
た
め
の
精
進
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
し
、
意
志
の
強
固
な
女
性
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。



こ
の
頃
の
曇
茶
羅
本
尊
授
与
に
つ
い
て
み
る
と
、
十
一
月
の
番
写
は
伝
っ
て
お
ら
ず
、
十
二
月
に
一
幅
あ
る
。
病
状
が
あ
ま
り
か
ん
ば

し
く
な
か
っ
た
事
も
あ
っ
て
か
、
数
も
減
少
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
一
幅
と
い
う
の
は
「
優
婆
夷
一
妙
」
に
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
妙
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
右
党
字
の
隅
に
「
遠
江
サ
カ
ラ
ノ
小
尼
給
本
尊
也
」
と
の
日
興
添
書

が
見
ら
れ
る
の
で
、
日
興
の
関
係
者
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

弘

安

五

年

の

春

翌
弘
安
五
年
の
正
月
は
、
聖
人
に
と
っ
て
今
世
に
お
け
る
最
後
の
正
月
と
な
っ
た
。
六
十
一
歳
の
還
暦
を
迎
え
ら
れ
た
聖
人
は
、
病
身

な
が
ら
も
い
さ
さ
か
元
気
を
え
て
、
新
年
の
初
詣
に
登
詣
し
て
来
た
僧
俗
の
応
待
を
し
、
品
宮
茶
羅
の
図
顕
も
行
っ
て
、
現
存
す
る
だ
け
で

も
三
幅
が
数
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
茂
原
市
鷲
巣
の
鷲
山
寺
に
伝
っ
て
い
る
三
枚
継
ぎ
の
憂
茶
羅
と
、
静
岡
県
天
城
湯
ケ
島
の
妙
本
寺

( 9 ) 

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
俗
安
妙
」
に
授
与
さ
れ
た
も
の
。
及
び
沼
津
市
妙
海
寺
に
あ
る
「
俗
日
伝
」
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
で
あ
る
。
先

の
一
妙
宛
の
御
本
尊
と
比
較
し
て
、
筆
勢
は
共
に
秀
れ
て
お
り
、
病
身
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
こ
の
頃
の
代
表
的
曇
茶
羅
と
い
え
る
。

弘
安
五
年
と
い
う
と
、
春
に
一
週
が
鎌
倉
入
り
を
志
し
、
小
袋
坂
に
止
め
ら
れ
た
り
、
北
条
時
宗
は
円
覚
寺
を
創
建
し
て
、
戦
没
者
の

霊
を
弔
い
、
無
学
祖
元
を
関
山
と
す
る
一
方
、
香
取
神
宮
に
異
敵
降
伏
の
た
め
の
懸
仏
四
体
を
鋳
造
せ
し
め
る
な
ど
、
統
一
に
欠
け
た
混

《臼〉

乱
た
る
中
に
月
日
が
流
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
時
宗
は
結
局
、
聖
人
の
諌
暁
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
な
く
、
聖
人
入
滅
の
二
年
後
、
即
ち

弘
安
七
年
の
春
、
三
十
四
歳
で
世
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
。

聖
人
は
弘
安
五
年
の
新
春
を
西
谷
で
、
静
か
に
迎
え
ら
れ
た
が
、
七
草
の
日
に
四
条
金
吾
か
ら
、

円謁〉

露
の
ご
と
く
な
る
清
酒
一
つ
つ
」
が
、
正
月
用
と
し
て
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
礼
状
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
真
蹟
は
断
片
二
行
な
が
ら
、
高

「
満
月
の
ご
と
く
な
る
餅
二
十
・
甘

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉



身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
）

「
春
の
は
じ
め
の
御
悦
は
月
の
み
つ
る
が
ご
と
く
、
潮
の
さ
す
が
ご
と
く
、
草
の
か
こ
む
が
如
く
、
雨
り

知
の
要
法
寺
に
伝
っ
て
い
る
。

ふ
る
が
如
し
と
思
食
べ
し
。
」
と
年
賀
状
の
意
味
も
兼
ね
、
さ
ら
に
八
日
は
釈
尊
の
誕
生
日
に
当
っ
て
い
て
三
十
二
の
吉
瑞
が
あ
り
、
最

テ

ヒ

も
縁
起
の
よ
い
日
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
日
本
国
皆
釈
迦
仏
を
捨
さ
せ
給
て
候
に
、
い
か
な
る
過
去
の
善
根
に
て
や
法
華
経
と

釈
迦
仏
と
を
御
信
心
あ
り
て
、
各
々
あ
つ
ま
ら
せ
給
て
八
日
を
く
や
う
申
さ
せ
給
の
み
な
ら
ず
、
山
中
の
日
蓮
に
華
呑
を
を
く
ら
せ
候
や

ら
ん
。
た
う
と
し
、

た
う
と
し
。
」
と
い
う
一
文
か
ら
見
て
、
金
吾
が
八
日
講
の
供
養
を
行
う
こ
と
を
讃
え
て
い
る
と
同
時
に
、

「
法
華

経
と
釈
迦
仏
」
と
を
、
全
く
同
等
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
聖
人
に
と
っ
て
「
法
華
経
」
と
「
釈
迦
仏
」
と
は
別
の
も
の
で
は
な

く
、
同
体
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
て
き
た
御
書
の
中
に
も
、
幾
固
と
な
く
「
法
華
経
と
釈

迦
仏
の
ご
宝
前
」
と
い
っ
た
表
現
が
、

よ
く
出
て
い
た
事
か
ら
推
し
て
も
、
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
宛
名
は
「
人
々
御
返
事
」
と

『
録
外
考
お
及
び
『
録
外

(10 ) 

な
っ
て
い
る
の
で
、
金
吾
を
始
め
と
す
る
八
日
講
の
人
々
に
対
し
て
出
さ
れ
た
御
返
事
で
あ
る
と
い
え
る
。

（初〉

徴
考
i
E

等
で
は
『
八
日
講
御
番
』
と
な
っ
て
い
る
。
尚
『
徴
考
』
に
よ
る
と
、
こ
の
御
告
の
初
め
の
一
行
か
ら
三
行
目
ま
で
の
正
筆
を
、

伊
豆
韮
山
の
代
官
江
川
太
郎
左
衛
門
が
所
持
し
て
い
て
、
拝
見
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
正
月
十
四
日
の
小
正
月
を
迎
え
る
に
当
り
、
内
記
左
近
入
道
か
ら
使
者
が
到
着
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
が
い
か
な
る
人
物
か

〈

nv

は
不
明
で
あ
る
が
、
文
中
に
「
越
後
公
御
房
の
御
ふ
み
に
申
侯
歎
」
と
か
、
追
信
に
「
御
器
の
事
は
越
後
公
御
房
申
候
ベ
し
。
御
心
ざ
し

ザ

ヒ

の
ふ
か
き
曲
、
内
房
へ
申
せ
給
候
へ
o

」
等
と
あ
る
の
で
、

「
越
後
公
御
房
」
や
、

「
内
房
」
と
い
っ
た
人
々
と
関
係
の
あ
っ
た
人
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
越
後
公
御
房
と
は
、
田
村
芳
朗
博
士
の
説
に
よ
る
と
、
富
士
の
熱
原
滝
泉
寺
に
い
た
天
台
僧
で
、

日
興
に
よ
っ
て
聖
人
の
弟
子
と
な
っ
た
日
弁
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
内
房
に
つ
い
て
も
先
の
弘
安
三
年
に
記
さ
れ
た
『
内
房

〈

mv

女
房
御
返
事
』
に
出
て
く
る
内
房
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
駿
河
国
庵
原
郡
内
房
村
に
住
ん
で
い
た



檀
越
の
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
御
替
は
近
年
に
発
見
さ
れ
た
御
書
で
あ
っ
て
、
真
践
は
三
紙
だ
が
、
堺
の
妙
園
寺
と
日
暮
里

の
本
行
寺
に
分
蔵
さ
れ
て
い
る
。

内
容
は
「
春
の
始
の
御
悦
、
自
他
申
鑓
候
了
。
」

と
い
っ
た
年
賀
状
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、

テ
J

「
抑
去
年
の
来
臨
は
曇
華
の
如
し
。
将
又
夢
欺
幻
欺
。
疑
い
ま
だ
晴
ず
候
処
に
、
今
年
の
始
深
山
の
栖
、
雪
中
の
室
え
、
経
－
－
於
多
国
－

御
使
、
山
路
ふ
み
わ
け
ら
れ
て
候
に
こ
そ
、
去
年
の
事
は
ま
こ
と
な
り
け
る
や
／
＼
と
お
ど
ろ
き
覚
へ
候
へ
0

」

と
あ
る
の
で
、
去
年
聖
人
を
訪
問
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
思
い
も
か
け
ぬ
人
が
尋
ね
て
来
て
、
夢
か
幻
か
の
ご
と
く
に
感
じ
て
い
た

様
子
が
わ
か
る
。
し
か
し
「
経
＝
於
多
国
－
御
使
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
駿
河
国
の
住
人
で
は
な
く
、
進
か
遠
方
の
地
か
ら
の
使
者

と
い
っ
た
感
も
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
本
書
の
系
年
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
一
成
教
授
が
、
御
番
の
中
に
「
他
行
之
子
細
」
と
あ

ル

る
一
文
か
ら
、
先
の
弘
安
四
年
十
二
月
八
日
の
『
上
野
殿
母
尼
御
前
御
返
事
』
の
「
此
の
山
出
事
一
歩
も
候
は
ず
」
と
い
う
一
文
と
照
合

〈却》

し
て
、
弘
安
五
年
に
配
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
他
行
」
に
つ
い
て
も
、
前
述
の
ご
と
く
、
た
ま
た
ま
聖
人
が
山
の
麓
・
近
辺
の
里
へ

(11) 

行
か
れ
た
留
守
中
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
病
身
で
あ
っ
た
事
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
遥
か
遠
方
ま
で
歩
を
伸
す
こ
と
は
無
理
で
あ
っ

た
ろ
う
と
も
い
え
る
。

こ

め

し

ほ

む

し

も

ち

次
に
、
二
十
日
正
月
を
祝
う
に
当
っ
て
、
上
野
殿
か
ら
「
八
木
一
俵
・
白
盟
一
俵
・
十
字
三
十
枚
・
い
も
一
俵
」
等
が
送
ら
れ
て
来
た
。

ヒ

ツ

戸

倒

的

》

「
春
の
初
の
御
悦
、
木
に
花
の
さ
く
が
ご
と
く
、
山
に
草
の
生
出
が
ご
と
し
、
と
我
も
人
も
悦
入
て
候
」
と
あ
る
ご
と
く
、
こ
の
場
合
も

年
賀
状
を
兼
ね
た
礼
状
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
御
書
は
本
満
寺
本
の
写
本
が
伝
っ
て
い
る
が
、

「
深
山
の
中
に
白
雪
三
日
の
聞
に
庭
は
一

丈
に
つ
も
り
、
谷
は
峯
と
な
り
、

み
ね
は
天
に
は
し
（
梯
〉
か
け
た
り
。
」
と
い
う
状
態
で
、
大
雪
に
包
ま
れ
た
大
坊
・
小
坊
の
さ
ま
が

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉



身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
（
上
田
〉

想
像
さ
れ
て
く
る
。

「
衣
は
う
す
し
食
は
た
え
た
り
。
夜
は
寒
苦
鳥
に
こ
と
な
ら
ず
。
昼
は
里
へ
い
で
ん
と
お
も
ふ
心
ひ
ま
な
し
。
」

雪
害
に
よ
り
訪
問
者
も
と
だ
え
た
西
谷
は
、
寒
苦
に
耐
え
る
以
外
に
越
冬
の
方
法
は
な
か
っ
た
。

「
昼
は
里
へ
い
で
ん
と
お
も
ふ
心
ひ
ま

な
し
」
と
い
う
一
文
に
聖
人
の
素
直
な
心
情
が
窺
え
る
。
日
照
時
間
の
少
な
い
西
谷
か
ら
、
日
当
り
の
よ
い
山
里
へ
、
歩
を
延
ば
そ
う
と

考
え
て
お
ら
れ
た
こ
と
も
、
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
御
番
の
外
に
も
う
一
番
の
年
賀
状
が
伝
っ
て
い
る
。

《

mv

ら
せ
給
べ
し
」
と
い
う
断
片
で
、
真
蹟
は
東
京
の
松
平
家
に
伝
っ
て
い
る
。
き
っ
と
檀
越
か
ら
の
音
信
が
あ
り
、
そ
の
ご
返
事
の
一
節
で

「
春
の
始
の
御
悦
、
花
の
ご
と
く
ひ
ら
け
、
月
の
ご
と
く
あ
き
ら
か
に
わ
た

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
さ
す
が
に
正
月
ら
し
く
、
各
地
の
檀
越
ら
か
ら
年
賀
の
ご
供
養
や
書
状
等
が
飛
来
し
、
山
中
の
雪

深
き
日
々
と
は
い
え
、
幾
分
の
正
月
ら
し
さ
が
あ
っ
た
。

(12) 

越
え
て
二
月
に
入
る
と
下
旬
の
二
十
五
日
に
、
伯
番
公
日
興
へ
宛
た
一
番
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
朗
が
代
筆
し
た
も
の
で
、
富
士
大
石
寺

に
正
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
日
付
の
下
に
「
日
朗

ヲ

品

ン

Rae

馬
一
疋
箆
毛
令
レ
入
＝
御
見
参
一
候
了
。
」
と
あ
る
の
で
、
馬
一
疋
が
布
施
と
し
て
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
南
条
七
郎
次
郎
時
光

花
押
」
が
あ
り
、
聖
人
に
代
つ
て
の
執
筆
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
御
布
施
御

の
当
病
平
癒
を
祈
願
し
て
い
た
だ
き
た
い
為
の
布
施
で
あ
っ
た
。
聖
人
は
病
身
の
た
め
筆
を
執
る
こ
と
が
で
き
ず
、
日
朗
に
代
筆
さ
せ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
薬
玉
品
の
「
比
経
則
為
閤
浮
提
人
病
之
良
薬
、
若
人
有
病
得
聞
是
経
、
病
即
消
滅
不
老
不
死
」
の
二
十
八
字
を
書

写
し
、
こ
れ
を
灰
に
し
た
上
で
、

「
し
ゃ
う
じ
が
は
の
水
と
り
ょ
せ
」
こ
の
水
で
服
用
す
べ
き
こ
と
を
教
示
し
て
い
る
。
聖
人
自
身
が
、

か
つ
て
生
母
の
病
を
こ
の
御
符
に
よ
り
、
平
癒
せ
し
め
た
上
、
さ
ら
に
寿
命
を
延
ば
さ
れ
た
前
例
に
習
う
よ
う
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
時
光
は
身
は
ち
い
さ
き
も
の
な
れ
ど
も
、
日
蓮
に
御
こ
こ
ろ
ざ
し
ふ
か
き
も
の
也
。
」
と
い
わ
れ
る
だ
け
に
、
時
光
の
聖
人
に
対
す
る



「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
は
、
他
の
範
と
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
。
南
条
家
か
ら
の
御
供
養
も
、
頻
度
・
量
共
に
抜
き
ん
で
る
も
の
が
あ
っ

た。
こ
の
頃
聖
人
は
、
筆
を
執
る
こ
と
が
で
き
ぬ
程
に
、
病
状
が
篤
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
書
の
正
月
二
十
日
頃
は
、

ー・1

昼

は
里
へ
い
で
ん
と
お
も
ふ
心
」
が
あ
り
、
こ
の
あ
と
の
二
月
二
十
八
日
に
は
、
自
身
で
筆
を
執
り
、
九
紙
か
ら
の
『
法
華
証
明
紗
』
を
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
中
で
は
里
へ
出
て
み
よ
う
と
す
る
意
志
を
持
ち
な
が
ら
も
、
実
際
は
筆
を
と
る
こ
と
も
思
う
に
ま
か
せ
ぬ
と

い
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
も
の
か
。
し
た
が
っ
て
、
上
野
殿
へ
出
さ
れ
た
前
書
の
文
面
か
ら
、
聖
人
の
健
康
を
気
づ
か
っ
た
時
光
、
及
び
日

興
ら
が
、
敢
て
馬
一
疋
を
布
施
と
し
て
届
け
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
雪
の
深
い
西
谷
か
ら
、

「
昼
は
里
へ
い
で
ん
と
お
も
ふ
」
に
つ
け
て
も
、
病
身
で
は
思
う
に
ま
か
せ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
せ

め
て
馬
一
一
朗
を
贈
る
こ
と
に
よ
り
、
た
ま
に
は
山
里
へ
行
か
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
察
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は

(13 ) 

工
、
．
こ
ら
う
ミ

f
し

T
P・
E
－刀

な
お
、
聖
人
が
日
興
を
通
じ
て
、
南
条
時
光
に
与
え
ら
れ
た
御
符
は
、
そ
の
後
、
日
蓮
門
下
の
各
寺
院
で
も
、

「
妙
符
」

「
秘
妙
符
」

或
い
は
「
お
ご
符
」
と
称
し
て
、
当
病
平
癒
の
祈
願
を
こ
め
、

一
般
檀
信
徒
ら
に
頒
ち
与
え
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
『
法
華
証
明
鈴
』
で
あ
る
が
、
真
蹟
は
西
山
本
門
寺
他
二
か
寺
に
散
在
し
て
い
る
。
第
一
紙
に
「
法
華
経
の
行
者
日
蓮

花
押
」

「
す
で
に
仏
に
な
る
べ
し
と
見
へ

《釘〉

候
へ
ば
、
天
魔
外
道
が
疾
を
つ
け
て
を
ど
さ
ん
と
心
み
候
か
。
命
は
か
ぎ
り
あ
る
事
な
り
。
す
こ
し
も
を
ど
ろ
く
事
な
か
れ
。
」
と
励
ま

と
あ
り
、
筆
勢
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
文
意
は
上
野
の
七
郎
次
郎
は
法
華
経
の
信
者
で
あ
る
の
で
、

し
て
い
る
。
法
華
経
の
行
者
を
悩
ま
す
鬼
神
を
諌
め
つ
つ
、
病
者
を
元
気
付
け
る
一
番
で
あ
っ
た
。
宛
名
は
「
下
伯
番
房
」
と
な
っ
て
い

る
が
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど
が
南
条
七
郎
次
郎
の
病
疾
に
関
し
、
治
病
を
祈
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

『
三
宝
寺
御
書
』
や

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉



身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉

『
本
満
寺
御
番
』
等
で
は
、
こ
の
一
番
の
こ
と
を
『
除
病
延
命
抄
』
と
異
称
し
て
い
る
。

さ
て
、
三
月
に
入
る
と
、
問
題
の
『
建
三
枚
御
書
』
が
あ
る
。
真
蹟
は
四
紙
で
、
断
簡
と
な
り
中
途
で
と
切
れ
、
全
文
完
結
し
て
い
な

ぃ
。
富
士
大
石
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
は
初
め
の
部
分
四
紙
の
み
で
あ
る
が
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
執
筆
は
三
月
五
日

以
後
上
旬
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
南
条
氏
か
ら
「
建
三
枚
・
生
和
布
一
能
」
が
届
け
ら
れ
た
御
礼
状
で
あ
る
。

「
抑
三
月
一
日
よ
り
四
日
に
い
た
り
る
ま
で
の
御
あ
そ
び
に
、
心
な
ぐ
さ
み
で
や
せ
や
ま
い
も
な
を
り
、
虎
と
る
ば
か
り
を
ぼ
へ
候
上
、

《却〉

此
御
わ
か
め
給
て
師
子
に
の
り
ぬ
ベ
く
を
ぼ
へ
候
。
」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
三
月
一
日
か
ら
四
日
ま
で
、
南
条
家
へ
訪
問
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
な
の
は
、
す

nm〉

で
に
宮
崎
英
修
博
士
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
こ
の
御
番
が
、
も
し
も
南
条
氏
宛
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
聖
人
や
南
条
氏
の
病
状

か
ら
み
て
も
、
ま
た
前
後
の
御
書
の
関
連
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
年
の
三
月
一
日
か
ら
四
日
ま
で
の
「
御
あ
そ
び
」
は
、
時
間
的
に
も
無
理

(14) 

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

前
書
の
『
法
華
証
明
紗
』
は
二
月
廿
八
日
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
御
書
は
南
条
氏
の
病
気
を
心
配
し
た
聖
人

が
、
敢
て
病
身
を
押
し
て
自
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
見
舞
状
が
伯
番
房
か
ら
南
条
氏
に
着
く
か
否
か
の
中
に
、

一
日
お
い
て
翌

月
一
日
に
は
、
も
う
聖
人
が
南
条
家
を
訪
問
し
、
快
癒
祝
い
の
「
御
あ
そ
び
」
で
「
や
せ
や
ま
い
も
な
を
り
」
元
気
に
な
っ
た
と
い
う
の

は
、
辻
楼
が
合
わ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
南
条
殿
と
し
て
も
「
た
と
い
定
業
な
り
と
も
今
度
ば
か
り
え
ん
ま
わ
う
た
す
け
さ
せ
給
へ
」
と

い
う
程
の
重
病
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

い
く
ら
早
く
回
癒
し
た
と
し
て
も
、
三
月
一
日
と
い
う
の
は
、
不
自
然
な
こ
と
で
聖
人
を
招

待
す
る
に
し
て
も
、
時
間
的
に
も
う
少
し
ゆ
と
り
を
持
っ
て
、
行
う
こ
と
が
当
然
考
え
ら
れ
て
く
る
。

と
な
る
と
、
こ
の
『
建
三
枚
御
番
』
は
、
弘
安
五
年
の
三
月
で
は
な
く
、
も
っ
と
前
に
系
年
を
も
っ
て
行
く
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ



う
か
。
前
掲
の
宮
崎
説
に
よ
る
と
、
前
年
の
弘
安
四
年
三
月
に
当
て
、
聖
人
の
南
条
家
訪
問
も
そ
の
頃
に
行
な
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て

い
る
。
そ
こ
で
又
問
題
と
な
る
の
は
、
弘
安
四
年
十
二
月
八
日
付
の
『
上
野
殿
母
尼
御
前
御
返
事
』
で
あ
る
。
前
掲
の
「
去
文
永
十
一
年

六
月
十
七
日
こ
の
山
に
入
候
て
今
年
十
二
月
八
日
に
い
た
る
ま
で
、
此
の
山
出
事
一
歩
も
候
は
ず
。
」
と
い
う
一
文
と
相
異
す
る
こ
と
に

な
る
。
前
述
し
た
通
り
、

「
此
の
山
」
と
い
う
範
囲
も
拡
大
し
て
解
釈
す
る
と
、
相
当
の
範
囲
と
な
ろ
う
が
、
こ
こ
で
「
出
づ
る
事
一
歩

も
候
ず
」
と
い
わ
れ
た
の
は
、

内初〉

っ
て
証
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
宮
崎
説
が
妥
当
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

「
公
式
の
出
山
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
内
々
の
出
遊
の
あ
っ
た
こ
と
は
前
掲
内
記
左
近
書
、
老
病
書
に
よ

「
此
身
延
山
に
は
石
は
多
け
れ
ど
も
餅
な
し
。
苔
は
多
け
れ
ど
も
う
ち
し
く
物
候
は
ず
。
木
の
皮
を
は
い
で
し
き
物
と
す
。
楚
い
か
で

か
財
と
な
ら
ざ
る
べ
き
。
」

と
あ
っ
て
、
建
三
枚
は
敷
物
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
弘
安
五
年
三
月
と
す
る
と
、
す
で
に
大
坊
・
小
坊
・
馬
舎
を
も
っ
た

伽
藍
も
完
成
し
、
鎌
倉
で
は
一
千
賀
も
の
費
用
を
要
す
る
程
の
建
築
で
あ
っ
た
と
い
う
か
切
〉
敷
物
等
に
つ
い
て
も
、
木
の
皮
を
は
い
で

(15 ) 

使
用
す
る
と
い
っ
た
時
点
で
は
す
で
に
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
く
る
。
や
は
り
木
皮
の
敷
物
を
廷
に
か
え
る
と
い
っ
た
の
は
、
少
な
く

と
も
大
改
修
の
前
、
木
の
も
と
に
木
の
葉
う
ち
敷
き
た
る
よ
う
な
る
住
か
と
い
う
草
庵
時
代
の
こ
と
と
し
て
み
た
方
が
、
納
得
の
い
く
も

の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

弘
安
五
年
の
春
は
、
と
も
か
く
病
状
の
は
か
ば
か
し
く
な
い
中
に
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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