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昌

、

「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
、
仏
使
の
使
命
を
果
す
べ
く
、
不
惜
身
命
の
生
涯
を
貫
き
通
し
、
迫
害
法
難
の
法
華
経
色
読
を
体
験
さ
れ

た
あ
と
、
晩
年
を
静
か
に
す
ご
し
た
日
蓮
聖
人
も
、
い
よ
い
よ
入
滅
の
時
期
が
迫
り
つ
つ
あ
っ
た
。
身
延
山
で
の
八
年
四
か
月
は
聖
人
の
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生
涯
に
と
っ
て
、
最
も
充
実
し
た
時
期
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
推
察
に
堅
い
も
の
が
あ
る
。

弘
安
五
年
の
夏
は
、
聖
人
に
と
っ
て
今
生
披
後
の
思
い
出
と
な
ら
れ
た
一
時
期
で
あ
っ
た
。
身
延
山
で
の
自
然
に
固
ま
れ
た
静
寂
な
境

元界
をも
閥、

山す
と で
しに
た終
と り
もを
伝告
えげ
ら よ
れう
てと
いし
る小て
o~ ＼，、

また
たり
阻で
天あ
とミ
ほ
tま」
同り
じ年
間は

定書
全蒔
包二 ~ 
＋ー 万可

否が
円

た品

会委
Z査
はで

戦
没
者
を
供
養
し
て

無
学
祖

東
大
寺
別
当
を
歴
任
し
た
定
済

が
、
聖
人
よ
り
十
日
前
の
十
月
三
日
に
遷
化
し
て
お
り
、
ま
た
台
密
の
人
で
『
悉
曇
正
音
義
』
の
著
者
と
し
て
名
高
い
極
楽
房
承
澄
は
、

聖
人
よ
り
九
日
遅
れ
て
、
十
月
二
十
二
日
に
遷
化
し
て
い
る
。

《

2
v

ど
、
多
様
な
動
き
の
中
で
明
け
暮
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

《

3
〉

年
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
年
の
十
二
月
に
は
、

興
福
寺
の
僧
徒
ら
が
強
訴
を
行
う
な

『
徒
然
草
』
で
著
名
な
卜
部
兼
好
が
誕
生
し
た
の
は
、
つ
い
こ
の
翌

西
谷
の
聖
人
は
、
昨
秋
新
装
成
っ
た
久
遠
寺
妙
法
華
院
で
、
病
身
を
推
し
な
が
ら
、
門
下
檀
越
の
教
化
に
力
を
注
い
で
い
た
。
し
か
し

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
田
〉
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筆
を
執
る
こ
と
が
次
第
に
困
難
と
な
り
、
書
簡
等
の
数
も
こ
の
時
期
激
減
し
て
い
る
。
即
ち
、
三
月
中
旬
頃
か
ら
八
月
の
中
旬
に
至
る
ま

が
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

で
、
五
か
月
聞
は
、
他
の
月
に
例
を
み
な
い
程
、
ほ
と
ん
ど
筆
を
執
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
四
月
十
三
日
付
の
断
簡
一
通

「
あ
な
が
ち
に
申
さ
せ
給
勾
と
い
う
一
紙
は
、
大
阪
の
正
法
寺
に
真
践
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

「
人
々
御

返
事
」
と
宛
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
特
定
の
個
人
宛
で
は
な
く
、
複
数
の
対
告
衆
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
重
い
筆
を
敢
て
執
る
に
至

っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
檀
越
に
対
し
あ
な
が
ち
に
申
し
伝
え
て
お
く
べ
き
必
要
を
感
じ
、
病
身
を
顧
り
み
ず
執
筆
し
た
も
の
と
い

え
よ
う
。

こ
の
間
、
各
地
の
門
下
・
檀
越
か
ら
、
病
状
を
気
遣
っ
て
な
に
く
れ
と
な
く
見
舞
い
の
来
訪
が
あ
り
、
ご
供
養
も
あ
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
が
、

い
つ
も
な
ら
必
ず
記
し
て
い
た
「
ご
返
事
」
を
、
必
要
や
む
を
え
な
い
も
の
以
外
は
、
全
く
書
い
て
い
な
い
点
か
ら
み
て
、

病
状
の
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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春
を
送
り
、
夏
を
迎
え
て
、
初
秋
に
至
り
、

わ
ず
か
に
気
力
を
得
ら
れ
た
頃
、
上
野
殿
か
ら
使
者
が
や
っ
て
き
た
。
屋
形
造
り
を
行
っ

た
の
で
、
棟
札
を
聖
人
に
依
頼
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
御
返
事
が
八
月
十
八
日
付
で
記
さ
れ
て
い
る
。
延
山
本
の
写
本
が
伝
わ
っ

て
い
る
が
、
縮
冊
遺
文
で
は
建
治
元
年
に
配
し
て
い
る
。
或
い
は
重
い
病
状
か
ら
推
し
て
、
こ
の
頃
に
配
す
る
こ
と
は
無
理
で
は
な
い
か

と
考
え
、
建
治
元
年
に
当
て
た
の
で
は
な
い
か
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

『
境
妙
庵
御
番
目
録
』
の
中
で
も
、
本
容
を
次
の
身
延
山
御

書
と
倶
に
、
弘
安
五
年
の
八
月
に
配
当
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
一
番
だ
け
で
考
え
る
よ
り
も
、
同
月
二
十
一
日
付
と
な

さ
て
、
こ
の
上
野
殿
御
書
に
よ
れ
ば
、

ま

い

ら

《

S
V

て
此
伯
番
公
に
進
せ
候
。
」
と
あ
る
。
家
屋
の
建
造
を
お
祝
い
す
る
と
同
時
に
、

っ
て
い
る
次
の
『
身
延
山
御
書
』
と
関
連
を
持
ち
な
が
ら
、
考
察
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
う
。

い

っ

，

わ

た

ま

し

V

「
屋
形
造
之
曲
目
出
度
こ
そ
候
ヘ
。
何
か
参
候
て
移
従
申
候
は
ば
や
。

’

キ

一
棟
札
事
承
候
。
番
候

い
つ
か
折
り
を
み
て
お
伺
い
し
よ
う
と
し
て
い
た
意
志



の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
移
従
」
は
「
渡
座
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
、
転
居
・
転
宅
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
新
建
造
を
機
会

を
み
て
訪
問
し
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
希
望
を
そ
の
ま
ま
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

依
頼
の
あ
っ
た
棟
札
を
、
伯
番
公
に
托
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
富
士
方
面
で
活
臆
し
て
い
た
日
興
が
使
者
と
し
て
、
こ
れ
を
届

け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
末
文
に
は
「
委
は
此
御
房
に
申
含
て
候
。
」
と
あ
る
の
で
、
法
門
に
関
す
る
詳
細
は
と
て
も
体
力
的
に
も
書
き
尽

し
難
い
の
で
、
伯
番
公
御
房
に
お
尋
ね
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
で
わ
か
る
こ
と
は
、
日
興
ら
の
主
な
弟
子
ら
は
、
折
り
折
り
に
西
谷
を
訪
れ
聖
人
の
健
康
を
気
遣
い
な
が
ら
、
法
門
に
つ
い
て
の

教
化
に
浴
し
、
さ
ら
に
檀
越
へ
の
弘
法
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
使
者
と
し
て
の
役
目
も
果
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
必
ず
し
も
日
興
の

み
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
富
士
と
い
う
身
延
と
近
い
所
に
教
線
を
持
っ
て
い
た
日
興
に
し
て
み
る
と
、
他
の
弟
子
等
よ
り
往
復
は

特
に
上
野
氏
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
信
仰
上
も
深
く
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
後
年
、
聖
人
滅
後
、
波
木
井
氏
が
身
延
の
山
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便
利
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
西
谷
へ
の
出
入
り
も
数
し
げ
く
で
き
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

主
に
日
向
を
推
戴
し
た
こ
と
か
ら
、
日
興
は
下
山
し
て
富
士
に
退
い
た
が
、
上
野
氏
は
一
寺
を
建
立
し
、
日
興
を
迎
え
て
大
石
寺
と
称
し

た
程
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
興
を
使
者
と
し
、
依
頼
の
あ
っ
た
棟
札
を
持
た
せ
た
。
聖
人
の
代
理
と
し
て
、
又
は
使
者
と
し
て
弟
子
逮

が
、
病
身
の
聖
人
を
補
佐
し
な
が
ら
、
教
化
活
動
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

尚
、
本
番
に
つ
い
て
は
真
蹟
が
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
延
山
本
の
写
本
が
あ
り
、

一
説
に
は
系
年
を
建
治
元
年
に
配
し
て
い
や
〉

一一、

さ
て
、
八
月
も
下
旬
に
入
っ
た
二
十
一
日
に
、
聖
人
は
『
身
延
山
御
書
』
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
替
は
入
減
前
五
十
余
日
の
執
筆
と
い

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
（
上
田
〉
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う
こ
と
に
な
る
。
現
存
の
遺
文
中
で
は
、
最
後
の
部
に
属
す
る
書
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
真
蹟
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
京
都
妙
伝
寺

に
日
意
の
写
本
が
あ
り
、
平
賀
本
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
聖
人
滅
後
百
年
頃
に
集
録
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
録
内
御
番
』
に
早
く
も
収

め
ら
れ
て
お
り
、
貴
重
な
文
献
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

古
来
、
こ
の
御
書
は
建
治
元
年
八
月
廿
一
日
の
述
作
で
あ
る
と
す
る
説
と
、
弘
安
五
年
と
す
る
説
と
が
あ
っ
た
。
即
ち
、
日
一
諦
の
『
祖

書
目
次
』
に
は
「
身
延
酌
と
あ
り
、
日
明
の
『
祖
番
目
次
』
に
は
「
身
延
山
設
と
あ
っ
て
、
共
に
建
治
元
年
の
部
に
配
し
て
い
る
。

に
も
「
身
延
山
記
」
と
し
て
建
治
元
年
に
当
て
い
る
。

ま
た
日
騰
の
『
新
定
祖
番
目
録
孜
異
』

こ
れ
に
対
し
日
通
の

『
境
妙
庵
御
番
目

「
身
延
山
抄
」
と
し
て
、
弘
安
五
年
に
し
て
い
る
。
近
年
鈴
木
一
成
教
授
は
、
こ
の
弘
安
五
年
と
す
る
立
場
を
支
持
し
、
身

《

mv

延
霊
山
説
の
展
開
に
ふ
れ
な
が
ら
、
そ
の
完
成
し
た
御
書
と
す
る
見
方
を
し
て
い
る
。

録
』
で
は
、

ー園、

ぬ誠
""' tこ
しQ 身
o~ 延

」山
之
栖
は

キ

ち
は
や
ふ
る
神
も
め
ぐ
み
を
垂
れ
天
下
り
ま
し
ま
す
ら
ん
。
無
ν
心
し
づ
の
男
し
づ
の
女
ま
で
も
心
を
留
め
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と
い
う
名
文
に
よ
っ
て
始
ま
る
こ
の
御
書
は
、
そ
の
文
学
的
表
現
上
か
ら
い
っ
て
も
、
わ
が
国
の
古
典
を
代
表
す
る
作
品
と
し
て
、
高
く

評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
か
ふ
る
砲
な
れ
ば
、
庵
の
内
に
は
昼
は
終
日
に
一
乗
妙
典
の
御
法
を
論
談
し
、
夜
は
覚
夜
要
文
繭
持
の
戸
の
み
す
。
伝
聞
く
釈
尊
の

キ

住
給
け
ん
鷲
降
を
我
朝
此
砲
に
移
し
置
ぬ
。
」

と
あ
り
、
法
華
経
の
読
諦
・
解
説
が
昼
夜
を
わ
か
た
ず
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
入
山
以
来
ひ
た
す
ら
に
門
下
の
教
育
、
檀

越
の
教
化
を
実
施
さ
れ
て
き
た
聖
人
の
九
年
間
が
、
最
も
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
一
文
と
い
え
よ
う
。
晩
年
の
こ
の
頃
は
、
特
に
病
身
で
、

起
居
も
思
う
よ
う
に
ま
か
せ
ぬ
面
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
気
分
の
よ
い
時
は
、
少
し
の
聞
も
論
談
・
諦
持
の
日
課
を
欠
か
せ



ず
、
励
行
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
聖
人
に
と
り
身
延
山
は
、

キ

「
伝
聞
く
釈
尊
の
住
給
け
ん
鷲
降
を
我
朝
此
瑚
に
移
し
置
ぬ
。
」
と
い
う
実
感
と
し
て
、
受

け
と
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
ん
に
観
念
的
な
霊
鷲
山
と
い
う
の
で
は
な
く
、
法
華
経
を
色
読
体
験
さ
れ
た
よ
う
に
、

鷲
峰
山
を
肌
で
感
じ
と
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

法
華
経
の
行
者
の
住
処
を
、
浄
土
と
思
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
聖
人
の
立
場
か
ら
考
え
て
も
、
ま
た
昼
夜
に
霊
山
へ
往
詣

L
W二
ニ
仏

《

uv

の
顔
貌
を
拝
見
す
る
と
い
う
宗
教
的
な
観
点
か
ら
考
え
て
も
、
本
師
釈
尊
常
住
の
浄
土
た
る
鷲
峰
を
、
こ
の
身
延
の
峰
に
移
し
置
い
た
も

の
と
す
る
聖
人
の
立
場
は
、
ま
さ
に
末
法
仏
使
と
し
て
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
聖
人
の
純
粋
な
法
華

経
体
験
か
ら
生
れ
た
「
霊
鷲
山
即
身
延
山
」
と
い
う
考
え
は
、
時
空
を
越
え
た
宗
教
の
世
界
に
お
け
る
一
つ
の
開
悟
で
あ
る
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
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寿
量
品
に
「
常
住
レ
此
説
レ
法
、
我
常
住
＝
於
此
こ
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
時
我
及
衆
僧
、
倶
出
＝
霊
鷲
山
一
、
我
時
語
＝
衆
生
一
、
常
在
レ
此
不
レ

酌
と
あ
る
霊
鷲
山
は
、

「
我
朝
此
翻
り
」
即
ち
身
延
山
た
る
こ
と
を
証
得
さ
れ
た
聖
人
の
心
境
は
、
ま
さ
に
円
熟
の
境
界
に
入
ら
れ
た

宗
教
者
の
独
自
な
領
域
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
身
延
山
御
書
』
は
そ
う
し
た
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
鈴
木
一
成
教
授
も
ま
た
「
身
延
霊
山
説
」
が
、
最
も
高
ま
っ
た
時
期
の
作
と
み
な
し
、
弘
安
五
年
説
を
支
持
し
て
い
惣

一
面
に
お
い
て
聖
人
の
健
康
状
態
か
ら
推
し
て
み
る
と
き
、
一
抹
の
疑
点
が
残
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
頃
病

状
が
悪
化
し
、
ほ
と
ん
ど
二
月
以
降
筆
を
と
っ
て
お
ら
れ
な
い
状
態
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
二
月
廿
八
日
に
『
法
華
証
明
紗
』
九
紙
を
著

し
か
し
、

述
さ
れ
た
あ
と
は
、
三
月
上
旬
に
『
建
三
枚
御
書
』
四
紙
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
前
書
の
八
月
十
八
日
の
『
上
野
殿
御
書
』
ま
で
約
五
か

月
間
、
絶
え
て
書
簡
を
出
し
て
い
な
い
。
在
山
中
に
こ
の
よ
う
な
例
は
他
に
な
い
こ
と
で
あ
る
。
聖
人
は
事
情
が
許
す
限
り
に
お
い
て
、

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
田
〉
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櫨
越
へ
の
番
簡
を
記
し
、

文
書
に
よ
る
教
化
を
絶
や
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。

五
か
月
も
の
問
、

一
番
も
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
い
か
に
病
状
が
深
刻
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
こ
の
期
間
を
除
い
て
他
に
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
こ
の
御
書
の
前
後
は
、
す
べ
て
短
文
で
あ
り
、
三
月
の
『
建
三
枚
御
書
』
は
四
紙
で
あ
り
、
前
書
の
『
上
野
殿
御
書
』
も
、
こ
れ
と

ほ
ぽ
同
数
で
あ
る
。
ま
た
す
ぐ
後
の
『
波
木
井
殿
御
報
』
も
同
様
の
短
文
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
に
は
さ
ま
っ
て
、
本
書
は
約
八
E
3
九
倍

の
長
さ
に
わ
た
っ
て
い
る
。

前
書
『
上
野
殿
御
番
』
の
項
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
末
文
が
「
委
は
此
御
房
に
申
含
て
候
」
と
あ
る
点
か
ら
み
て
も
、
詳
し
く
述
べ
た

い
が
病
身
の
た
め
、

伯
番
公
に
詳
細
は
申
し
て
あ
る
の
で
聞
い
て
ほ
し
い
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た

ら
、
そ
の
同
じ
月
、
わ
ず
か
三
日
後
に
、
比
較
的
長
文
の
御
書
が
記
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
余
程
に
気
分
が
勝
れ
て
い
た
日
で
あ
っ
た
と

し
か
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
書
の
前
後
の
御
書
は
、
そ
の
上
、
必
要
に
せ
ま
ら
れ
、
ど
う
し
て
も
記
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い

( 54 ) 

も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
前
書
は
棟
札
を
依
頼
さ
れ
て
、
こ
と
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
後
番
は
波
木
井
公
に
対
す

る
御
礼
で
、
し
か
も
代
筆
で
あ
る
。

こ
う
し
た
諸
点
か
ら
考
え
る
と
、
必
ず
し
も
病
身
を
押
し
て
、
こ
こ
で
脅
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
必
然
性
の

問
題
も
出
て
く
る
。
果
し
て
そ
の
必
用
性
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
或
い
は
も
う
少
し
前
に
、
病
状
の
軽

い
頃
の
作
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
も
推
察
で
き
よ
う
。
そ
う
な
れ
ば
一
層
納
得
の
い
く
自
然
な
理
解
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

7
 

「
た
の
し
く
し
て
若
干
の
財
を
布
施
す
と
も
、
信
心
よ
は
く
ば
仏
に
成
ん
事
難
ν叶
。
縦
ひ
貧
な
り
と
も
信
心
強
し
て
志
深
か
ら
ん
は

’

L
F

ヒ
O
m
m〉

仏
に
成
ん
事
不
ν可
ν有
レ
疑
。
」

と
述
べ
て
、
信
心
為
本
の
立
場
を
明
示
し
、
も
っ
て
一
抄
の
結
論
へ
導
き
入
れ
て
い
る
。

「
志
深
か
ら
ん
は
」
と
あ
り
、

「
志
」
を
重
視



し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
に
建
治
二
年
の
述
作
た
る
『
事
理
供
養
御
番
』
で
、
す
で
に
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
が
凡
夫
に
と
っ
て
は
最
も
重
要

で
あ
る
こ
と
を
詳
細
に
わ
た
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
「
帰
命
」
の
説
明
を
す
る
中
で
、
聖
賢
は
「
命
を
仏
に
ま
い
ら
せ
て
仏
に
は

な
り
侯
な
勾
と
不
惜
身
命
の
信
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
「
此
等
は
賢
人
聖
人
の
事
な
れ
ば
我
等
は
叱
か
た
き
事
に
て
候
」
と
正
像
二
時

代
の
賢
聖
の
立
場
と
、
わ
れ
ら
末
法
の
衆
生
と
の
立
場
を
あ
げ
、
末
世
凡
夫
の
叶
ひ
が
た
き
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
た
だ
し
仏
に
成
り
候
事
は
、
凡
夫
は
志
ざ
し
と
申
文
字
を
心
ヘ

そ
れ
で
は
末
世
の
衆
生
は
何
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
の
か
と
い
う
に
、

て
仏
に
な
り
候
な
り
。
」
と
あ
る
。

「
志
ざ
し
」
と
は
何
か
と
い
う
と
、

ー寸

委
細

カ＝
ん
ヵ：

"" 
て
侯

"" 
身 q
z観
わ心

~~ 
ぐ m
h乙 T.t.

てそ

警観0 ,[., 

飢 の
h 法
~門
v と
世
F 申
1 ス

は
な

事
ぞ
と
た
ザつ
ね
候

"" ば
た
H
A

一
き
て
候
衣
を
法

華
経
に
ま
い
ら
せ
侯
が
、

こ
れ
は
な
し
て
は
、

け
う
の
命
を
つ
ぐ
べ
き
物
も
な
き

に
、
た
だ
ひ
と
つ
候
御
料
を
仏
に
ま
い
ら
せ
候
が
、
身
命
を
仏
に
ま
い
ら
せ
候
に
て
候
ぞ
。
こ
れ
は
薬
王
の
ひ
ぢ
を
や
き
、
雪
山
童
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子
の
身
を
鬼
に
た
び
て
候
に
も
あ
い
を
と
ら
ぬ
功
徳
に
て
候
」

と
あ
る
ご
と
く
、
成
仏
の
要
件
は
凡
夫
の
「
志
ざ
し
」
に
あ
る
と
し
、
そ
の
「
志
ざ
し
」
は
「
観
心
」
の
法
円
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は

た
っ
た
一
つ
の
衣
で
あ
っ
て
も
、

こ
れ
を
仏
に
奉
る
と
い
う
精
神
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」

を
い
う
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
純
粋
な

「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
心
は
薬
王
菩
薩
が
、
己
の
肱
を
と
も
し
て
仏
に
奉
っ
た
と
い
う
行
為
に
劣
ら
ぬ
功
徳
を
も
っ
た
も
の

〈胞〉

と
し
て
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。

『
身
延
山
御
書
』

に
お
け
る
「
志
深
か
ら
ん
」
と
い
う
場
も
、

全
く
同
様
で
あ
っ
て
、

供
養
す
る
物
の
多
少
・
大
小
に
は
こ
だ
わ
ら

ず
、
そ
の
時
の
供
養
す
る
者
が
、
ど
の
よ
う
な
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
を
持
っ
て
供
養
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
、
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
が
か
か
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
御
書
』
で
は
、
こ
の
文
の
あ
と
に
、
無
勝
・
徳
勝
の
例
を
あ
げ
、
土
の
餅
を
仏
に
供
養
し
、
そ
の
功

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
〈
上
回
〉
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徳
に
よ
っ
て
阿
育
大
王
と
生
れ
、

つ
い
に
菩
提
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
記
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
末
文
に
、

「
観
念
の
琳
の
よ
に
夢
を
結
べ
ば
、
妻
恋
鹿
の
音
に
目
を
さ
ま
し
、
我
身
の
内
に
三
一
爾
即
一
一
心
三
観
の
月
曇
り
無
く
澄
け
る
を
、
無

明
深
重
の
雲
引
覆
つ
つ
、
昔
よ
り
今
に
至
ま
で
生
死
の
九
界
に
輪
廻
す
る
事
、
此
砲
に
し
ら
れ
つ
つ
自
か
く
ぞ
思
つ
づ
け
け
る
。
立

わ
た
る
身
の
う
き
雲
も
晴
ぬ
ベ
し
た
え
ぬ
御
法
の
鷲
の
山
風
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
官
頭
の
一
文
と
共
通
し
た
一
面
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
や
や
理
観
の
ま
さ
っ
た
趣
も
あ
り
、
台
家
の
流
れ
に
添
っ
た
表
現

と
な
っ
て
い
る
点
、

い
さ
さ
か
疑
問
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
し
か
し
、

「
妻
恋
鹿
の
音
に
目
を
さ
ま
し
」
と
い
う
の
は
、
身
延
山

に
野
生
の
鹿
が
多
く
、
現
在
で
も
時
折
り
民
家
の
近
く
に
現
れ
、

た
ま
に
軒
先
を
通
っ
て
餌
を
求
め
て
く
る
こ
と
も
あ
る
程
で
あ
る
。
日

本
に
古
く
か
ら
棲
息
し
て
い
る
ニ
ホ
ン
ジ
カ
は
、
肩
の
高
さ
が
八
一
乃
至
九
十
セ
ン
チ
位
で
、
夏
毛
は
ク
リ
色
で
、
美
し
い
白
班
を
持
つ

て
い
る
が
、
冬
毛
は
暗
褐
色
で
無
班
と
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
尻
に
は
夏
冬
を
と
わ
ず
白
班
が
顕
著
に
あ
り
、
主
と
し
て
森
林
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に
群
生
し
、
十
月
か
ら
十
一
月
頃
、
交
尾
期
に
入
る
と
さ
れ
、
こ
の
頃
は
「
ミ
ュ
I
、
ミ
ュ

l
」
と
い
っ
た
声
で
盛
ん
に
鳴
く
と
も
い
わ

《却》

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
妻
を
恋
う
鹿
の
戸
に
目
を
覚
ま
し
た
と
い
う
一
文
が
実
写
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
『
身
延
山
御
書
』
の
成
立

は
、
十
月
頃
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
ま
た
最
初
の
部
分
「
衰
を
催
す
秋
の
暮
」
と
述
べ
、

「
草
の
庵
に
露
深
く
」

「
紅
葉
い
つ

し
か
色
深
し
て
」
と
い
っ
た
描
写
か
ら
し
て
、
秋
も
深
ま
り
を
感
じ
さ
せ
る
頃
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

俳
諮
で
は
旧
暦
を
依
所
と
し
て
季
節
を
分
け
て
い
る
の
で
、

「
秋
」
の
部
と
い
え
ば
、
八
月
七
日
頃
の
「
立
秋
」
以
降
は
、
す
べ
て
秋

季
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
現
代
で
は
八
月
が
夏
の
真
盛
り
の
ご
と
く
感
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
暦
や
俳
句
の
季
語
で
は
、
立
秋
以
後
は

「
残
暑
」
で
あ
り
、

「
初
秋
」
の
候
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「
胞
の
音
」
や
「
秋
の
暮
」

「
露
深
く
」

「
紅
葉

・
色
深
し
」
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
は
、
や
は
り
秋
の
深
ま
り
を
覚
え
さ
せ
る
に
充
分
な
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。

「
初
秋
」
の
域
を
越
え



た
「
仲
秋
」
か
ら
「
晩
秋
」
の
頃
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

西
谷
の
御
草
庵
は
鷹
取
山
の
根
元
で
あ
り
、
特
に
夏
が
短
か
く
、
秋
が
早
や
足
で
訪
れ
て
来
て
い
た
と
し
て
も
、
な
お
か
つ
右
の
語
句

か
ら
推
す
と
、
八
月
二
十
一
日
の
執
筆
と
し
て
は
、
や
や
季
節
的
に
み
て
多
少
問
題
が
残
り
そ
う
な
気
配
が
し
な
い
で
も
な
い
。

こ
の
晶

一
乗
の
果
を
結
び
」
と
い
う
表
現
か
ら
い
っ
て
も
、

「
梢
に

「
実
相
真
如
の
月
浮
び
」

「
法
性
の
空
に
雲
も
な
し
」
と
い
う
記
述
か
ら
い
っ
て
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
必
ず
し
も
実
写
で
は
な
く
、
鵬
首
喰
的
・
ま
た
は
象
徴
的
に
、
教
理
を
あ
て
は
め
つ
つ
、
文
学
的
な
表
現
を
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、

一
文
一
句
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
下
校
に
鳴
く
蹄
の
音
滋
く
」

「
湯
湯
た
る
流
水
湛
て
」

と
い
っ
た
表
現
に
は
、
写
実
的
な
実
感
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
場
合
の
蝉
は
、
も
ち
ろ
ん
「
秋
蹄
」
で
あ
る
が
、
身
延
山
で
は
現
在
、
九
月
の
下
旬
頃
ま
で
秋
蝉
の
鳴
く
戸
を
聞
く
こ
と
が
で
き

る
。
油
蝉
・
法
師
蝉
か
ら
始
っ
て
、
鯛
に
至
る
ま
で
、
身
延
で
は
何
種
類
か
の
鯨
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
鯛
が
鳴
く
と
秋
も
進
ん
で
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き
た
感
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

『
身
延
山
御
番
』
は
文
中
の
季
節
感
か
ら
推
し
て
、
仲
秋
頃
の
執
筆
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
も
考
え
ら
れ

ょ
う
。
も
し
こ
の
推
察
に
立
っ
と
す
れ
ば
、
本
書
の
成
立
は
、
弘
安
五
年
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
仲
秋
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

説
に
建
治
元
年
と
す
る
系
年
も
あ
る
が
、
あ
る
い
は
そ
の
頃
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
え
て
も
う
一
つ
の
理
由
を
あ
げ
て
み
る
な
ら
ば
、
右
の
自
然
描
写
に
続
い
て
、

「
か
か
る
御
な
れ
ば
、
庵
の
内
に
は
昼
は
終
日
に
一
乗
妙
典
の
御
法
を
論
談
し
、
夜
は
覚
夜
要
文
爾
持
の
声
の
み
す
。
」

と
あ
る
一
文
か
ら
考
え
る
と
き
、
弘
安
五
年
の
八
月
は
、
聖
人
の
病
状
が
重
く
な
り
、
と
て
も
来
る
べ
き
冬
は
、
身
延
の
厳
し
い
寒
波
に

耐
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
憂
慮
さ
れ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
健
康
な
日
常
、
又
は
健
康
に
近
い
状
態
で
あ
れ
ば
、
終
日
の
論
談
も

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
田
）
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夜
も
す
が
ら
の
読
諦
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
果
し
て
こ
の
時
期
、
こ
う
し
た
昼
夜
を
わ
か
た
ぬ
講
説
・
諦
持
が
で
き
る
状

態
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
気
が
か
り
な
点
で
も
あ
る
。
翌
九
月
八
日
身
延
を
下
山
さ
れ
た
聖
人
は
、
同
月
十
八
日
に
池
上
へ
到
着
さ
れ
て

い
る
が
、
旅
の
疲
れ
も
あ
っ
た
と
は
い
え
、
直
接
筆
を
執
ら
れ
る
元
気
さ
え
も
な
い
程
に
病
弱
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

病
状
の
こ
の
時
期
、
ど
う
し
て
も
筆
を
執
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
人
以
外
の
番
状
は
、
す
べ
て
休
ん
で
お
ら
れ
た
聖
人
が
、
敢
て
こ
の
病

状
の
時
期
に
、
比
較
的
長
文
の
本
書
を
執
筆
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
も
出
て
こ
よ
う
。

弘
安
五
年
よ
り
前
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
の
方
が
、
あ
る
い
は
自
然
の
考
え
方
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

一一、

さ
て
、
九
月
に
入
っ
た
聖
人
は
、
病
状
ま
す
ま
す
進
み
、
門
下
や
檀
越
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
常
陸
の
湯
へ
治
療
を
か
ね
、
静
養
に
出
か
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け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
聖
人
自
身
の
記
述
は
な
い
が
、
身
延
日
朝
の
『
元
祖
化
導
記
』
に
よ
れ
ば
、
或
記
に
云
く
と
し
て
、

「
弘
安
五
年
壬
午
九
月
八
日
午
刻
身
延
沢
出
御
有
其
日
向
下
山
兵
衛
四
郎
所
－
一
宿
、
九
日
大
井
庄
司
入
道
、
十
日
曽
根
次
郎
、
十
一
日
黒

セ
キ
毛
ト

駒
、
十
二
日
河
口
、
十
三
日
夕
レ
ジ
、
十
四
日
竹
下
、
十
五
日
関
下
、
十
六
日
平
塚
、
十
七
日
瀬
野
、
十
八
日
午
魁
武
蔵
国
荏
原
郡

晶
玉
包
’

n
l〉

千
束
郷
池
上
村
着
了
。
」

と
身
廷
か
ら
池
上
ま
で
の
道
程
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
『
別
頭
統
記
』
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
を
も
っ
て
聖
人
の
身
延
下
山
か
ら
池
上
ま

で
の
コ

l
ス
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
即
ち
、

「
九
月
八
日
午
斉
姻
畏
瓦
－

Z舎
－
－
子
下
山
兵
長
－
九
日
大
詰
司
十
日
曽
根
築
士
目
黒
阿
茶
十
一
百
河
口

J

上
警
十
三
日
呉

v

’
’

V

ヲ

セ

V
ム

地
遠
山
氏
、
十
四
日
駿
州
竹
下
鈴
木
氏
十
五
日
相
州
関
本
下
田
氏
請
コ
大
士
－
饗
レ
之
宿
＝
子
別
室
－
一
町
議
一
枇
一
陣
心
掛
持
駒
鵠
今
之
雨
路
拘
＝
旧



白

v

，
s

’’

好
－
暗
告
＝
長
訣
－
結
－
－
最
後
因
－
受
＝
之
供
養
－
示
－
－
之
法
要
－
諸
子
侍
ν駕
粛
々
如
、
十
六
日
平
塚
駅
長
谷
氏
出
迎
一
族
相
会
高
祖
説
法
諭

導
信
伏
受
戒
若
干
人
鶴
若
太
夫
藤
次
等
亦
改
レ
宗
是
地
為
ν寺
今
之
松
雲
山
要
法
寺
是
也
、
長
谷
川
鶴
若
迄
ν今
繁
盛
為
＝
寺
之
檀
越
－
、

N
V

テ

’

《

g
v

十
七
日
瀬
谷
一
精
舎
、
十
八
日
至
＝
池
上
九
十
九
日
裁
レ
書
謝
ニ
波
木
井
氏
、
」

前
の
『
元
祖
化
導
記
』
よ
り
も
、
や
や
詳
細
な
記
述
で
あ
る
が
、
日
程
に
つ
い
て
は
同
様
で
あ
り
、
聖
人
が
、
こ
の
コ

l
ス
で
池
上
ま
で

向
か
わ
れ
た
こ
と
は
、

ほ
ぼ
間
違
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
『
註
画
讃
』
を
見
る
と
、

「
弘
安
五
年
壬
午
九
月
八
日
午
刻
出
＝
身
延
沢
－
宿
＝
下
山
－
、
九
日
大
井
、
十
日
曽
祢
、
十
一
日
黒
駒
、
十
二
日
河
口
、
十
三
日
呉
地
、

十
四
げ
下
、
十
五
日
町
本
、
十
六
日
．
平
塚
、
十
七
日
板
谷
、
十
八
日
畠
入
－
一
子
武
蔵
国
荏
原
郡
千
束
郷
池
上
村
右
衛
門
大
夫
宗
久
屋

z
－3

と
簡
潔
な
が
ら
、
同
様
の
日
程
・
コ

l
ス
が
認
め
ら
れ
る
。
『
蓮
公
行
状
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
九
日
の
大
井
に

av 

「
日
興
の
御
父
大
井
の
庄
司
入
道
の
所
に
御
入
」
と
あ
る
の
で
、
大
井
と
い
う
の
は
現
在
の
鰍
沢
町
に
あ
っ
た
日
興
の
生
地
を

つ
い
て
、
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指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

『
高
祖
年
譜
』
も
ま
た
同
様
の
日
程
・
コ
ー
ス
を
示
し
て
い
る
。

宿
舎
に
当
て
ら
れ
た
人
物
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
い
匂

『
孜
異
』
で
は
つ
ぶ
さ
に
地
名
を
探
り
、

右
に
掲
げ
た
『
元
祖
化
導
記
』
や
『
註
画
讃
』
等
の
説
か
ら
考
え
、
さ
ら
に
道
程
か
ら
”
調
べ
て
み
る
と
き
、
病
身
の
聖
人
が
、
こ
う
し

た
日
程
の
中
で
、
最
後
の
旅
を
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
難
儀
の
中
に
も
大
事
を
と
っ
て
の
旅
程
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

か
く
し
て
、
九
月
十
八
日
に
池
上
宗
仲
の
舘
に
到
着
し
た
聖
人
は
、
十
一
日
聞
に
及
ぶ
長
途
の
旅
で
、
疲
労
は
な
は
だ
し
く
、
床
に
着

か
れ
る
に
至
っ
た
が
、
翌
十
九
日
、
送
っ
て
来
た
波
木
井
氏
の
公
述
ら
が
帰
る
に
当
り
、

状
の
意
味
を
も
こ
め
た
も
の
を
送
っ
て
い
る
。
即
ち
、
『
波
木
井
殿
御
番
』
が
そ
れ
で
あ
る
。 一

番
を
も
っ
て
お
礼
の
言
葉
と
、
さ
ら
に
遺
言

す
で
に
自
身
で
筆
を
執
る
こ
と
が
で
き
ず
、
門
人
日
興
に
代
筆
せ
し
め
た
の
で
、
真
蹟
で
は
な
い
が
、
枕
頭
に
侍
し
て
聖
人
の
意
に
従

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
〉

っ
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

真
蹟
と
同
様
の
扱
い
と
な
っ
て
い
た
。

日
興
代
筆
本
は
、

曽
て
身
延
山
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る。

《
節
ぜ

い
け
が
み
ま
で
つ
き
て
候
。
」
と
い
う
一
文
で
始
ま
る
こ
の
御
報
は
、
身
延
か
ら
池
上
ま

で
の
道
中
が
、
難
所
も
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
公
達
に
守
ら
れ
て
無
事
に
到
着
し
た
旨
を
述
べ
、
御
礼
の
意
を
表
し
て
い
る
。
「
さ
て

「
畏
申
候
。
み
ち
の
ほ
ど
ベ
ち
事
候
は
で
、

は
や
が
て
か
へ
り
ま
い
り
候
は
ん
ず
る
道
に
て
候
へ
ど
も
、
所
ら
う
の
み
に
て
候
へ
ば
、
不
ぢ
や
う
な
る
事
も
候
は
ん
ず
ら
ん
。
」
と
あ

り
、
帰
る
つ
も
り
の
あ
る
こ
と
、
所
労
の
た
め
不
定
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
暗
に
入
滅
の
近
い
こ
と
を
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。
二
度
と

再
び
生
き
て
帰
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
知
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
い
づ
く
に
て
死
候
と
も
、

墓
を
ば
み
の
ぶ
の
沢
に
せ
さ
せ
候
ベ
く
候
。
」
と
遺
言
状
の
形
を
と
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
明
確

に
死
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
墓
に
つ
い
て
も
身
延
に
と
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
、
聖
人
が
い
か
に
身
延
の

( 60 ) 

山
を
大
事
に
取
扱
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
単
な
る
感
傷
や
、
思
い
つ
き
で
「
墓
を
ば
身
延
の
沢
に
」
と
決
め
ら
れ
た
の
で
は
な

く
、
平
素
か
ら
こ
の
山
が
自
分
の
墓
所
に
ふ
さ
わ
し
い
処
と
し
て
、
深
く
心
中
に
念
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
。

前
書
の
『
身
延
山
御
書
』
で
、

「
神
も
め
ぐ
み
を
垂
れ
」
給
う
霊
山
で
あ
り
、

「
釈
尊
の
住
み
給
ひ
け
ん
鷲
峰
を
我
朝
此
翻
に
移
し
置

き
ぬ
」
と
い
う
心
境
か
ら
、
当
然
の
結
果
と
し
て
定
め
ら
れ
た
遺
言
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
聖
人
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
一
代
の

し
め
く
く
り
を
し
た
霊
山
で
あ
り
、
生
涯
の
総
括
に
相
当
す
る
処
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
人
生
の
最
後
、
留
魂
の
地
と
し
て
身
延
の
山
を
選

定
し
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
至
当
の
こ
と
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
、
本
文
で
は
波
木
井
氏
が
聖
人
の
た
め
に
「
く
り
か
げ
の
馬
」
を
贈
ら
れ
た
が
、

「
い
つ
ま
で
も
う
し
な
ふ
ま
じ
く
候
」
と
述

ベ
、
こ
の
馬
を
「
お
も
し
ろ
く
を
ぼ
へ
候
」
と
、
気
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
馬
に
つ
い
て
は
前
に
も
ふ
れ
た
通
り
、
聖
人
は
こ



と
の
ほ
か
関
心
の
強
い
も
の
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
予
定
通
り
に
常
陸
の
湯
ま
で
ひ
か
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
若
し
も
人
に

と
ら
れ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
の
と
、

「
い
た
は
し
く
を
ぼ
へ
ば
」
湯
か
ら
帰
る
ま
で
、

「
上
総
の
も
ば
ら
殿
」
の
も
と
に
あ
ず
け
る
こ

情
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
さ
す
が
に
聖
人
の
人
徳
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
に
し
た
と
も
記
し
て
い
る
。
わ
が
身
が
疲
労
し
て
、
筆
も
執
れ
な
い
状
態
な
が
ら
、
乗
っ
て
き
た
馬
の
上
に
ま
で
心
を
配
り
、
慈
愛
の

「
湯
よ
り
か
へ
り
候
は
ん
ほ
ど
、
上
総
の
も
ば
ら
殿
も

と
に
あ
づ
け
を
き
た
て
ま
つ
る
べ
く
候
」
と
あ
る
の
で
、
聖
人
は
こ
の
時
点
で
は
、
あ
く
ま
で
常
陸
の
湯
へ
行
く
目
的
を
持
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
右
の
通
り
、
筆
を
握
る
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
考
え
、
常
陸
の
温
泉
ま
で
歩
を
伸
ば
す
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
い
え
よ
う
。
聖
人
は
も
ち
ろ
ん
常
陸
へ
行
っ
た
こ
と
を
記
し
た
文
書
を
遺
し
て
い
な
い
が
、
後
世
の

文
書
の
中
に
は
、
聖
人
が
池
上
へ
到
着
さ
れ
て
か
ら
、

し
ば
ら
く
し
て
三
日
間
程
、
塩
原
の
温
泉
へ
湯
治
に
出
か
け
ら
れ
た
と
す
る
説
も
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出
て
い
る
。
即
ち
、

『
別
頭
統
紀
』
に
よ
れ
ば
、

「
有
レ
人
告
白
下
野
塩
夙
温
泉
最
善
－
－
中
風
－
請
試
品
品
加
い
と
託
子
以
試
一
両
祖
壁
画
知
P

不
レ
起
臥
亦
不
レ
拒
ν之
往
浴
コ
温
泉
－
居
レ
之
一
一
一
日
帰
路

白

副

》

智
子
宇
都
宮
、
」

と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
下
野
の
塩
原
温
泉
へ
湯
治
に
出
か
け
、
三
日
間
逗
留
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
本
化
別
頭
高
祖
伝
』
で
も
、

《

mv

ほ
ぼ
同
様
の
説
を
あ
げ
、
下
総
塩
原
へ
三
日
間
行
っ
て
き
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
常
陸
の
温
泉
で
は
な
く
、
下
野
の
塩
原
だ
と
す
る
点

に
も
疑
問
が
あ
る
が
、

湯
治
を
済
ま
せ
た
あ
と
、

二
十
七
日
に
池
上
へ
帰
着
し
、

波
木
井
氏
に
書
を
送
っ
て
告
別
を
な
し
た
と
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
記
述
は
、

『
元
祖
化
導
記
』
に
も
、

『
註
画
讃
』
に
も
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
点
か
ら
推
し
て
、
は
な
は
だ
疑
問
と
す
ペ

ハ却）

「
波
木
井
殿
御
報
常
陸
の
湯
に
つ
い
て
」
の
論
考
を
発
表
し
、

き
も
の
で
あ
る
う
。
尚
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
英
修
博
士
が
、

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
田
〉



身
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常
陸
を
選
ん
だ
理
由
、
及
び
湯
治
に
行
っ
た
と
す
る
説
が
生
れ
て
き
た
原
因
等
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
穣

る
こ
と
に
し
た
。

四

か
く
し
て
、
聖
人
は
池
上
に
お
け
る
最
後
の
生
活
に
入
り
、
病
床
の
身
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
四
月
以
来
、
次
の
通
り
四
幅
の
曇
茶

羅
本
尊
を
染
筆
し
て
い
る
。
即
ち
、
沙
門
天
目
に
授
与
さ
れ
た
卯
月
の
受
茶
羅
で
、
こ
れ
は
京
都
の
本
隆
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
次
は

同
じ
く
四
月
の
書
写
で
、

「
俗
藤
三
郎
日
金
授
与
之
」
と
あ
り
、
堺
市
の
妙
国
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
首
題
は
大
き
く
力
強
い

も
の
が
あ
る
が
、
後
者
は
諸
尊
が
大
部
省
略
さ
れ
て
お
り
、
中
央
部
が
簡
素
化
し
て
い
る
。
ま
た
四
天
王
も
な
く
、
前
者
は
「
広
」
、
後

者
は
「
略
」
と
い
っ
た
感
が
す
る
。
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次
は
六
月
に
入
っ
て
、
最
後
の
二
幅
が
あ
る
。
長
茶
羅
本
尊
の
絶
筆
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
う
。
そ
の
一
つ
は
茂
原
の
鷲
山
寺
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
や
や
墨
の
鮮
明
度
を
欠
き
、
判
然
と
し
な
い
部
分
も
み
ら
れ
る
。
四
天
王
や
諸
尊
も
備
わ
っ
て
い
る

が
、
や
は
り
病
身
の
た
め
か
、
他
の
長
茶
羅
と
比
較
し
て
、

い
く
分
力
の
入
り
工
合
に
相
違
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

も
う
一
幅
は
、
京
都
の
本
因
寺
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
墨
蹟
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
が
、
首
題
は
や
や
小
型
化
し
、
全
体
に

筆
勢
が
お
と
な
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
恐
ら
く
は
こ
の
六
月
染
筆
の
二
幅
が
、
聖
人
に
お
け
る
曇
茶
羅
の
最
後
の
も
の
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
貴
重
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
遺
文
に
お
け
る
最
後
は
、
前
述
の
『
波
木
井
殿
御
報
』
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
と
十
月
七
日
付
の
『
波
木
井
殿
御
番
』
が
あ
る
。

真
蹟
は
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
本
満
寺
本
の
写
本
が
あ
る
が
、
古
来
真
偽
説
の
伝
わ
っ
て
い
る
御
番
で
あ
る
た
め
、

一
概
に
信
用
す
る
わ
け



に
は
行
か
な
い
。
し
か
し
、
前
書
の
『
波
木
井
殿
御
報
』
と
、
意
を
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
特
に
身
延
山
を
墓
所
と
定
め
ら
れ
て

い
る
点
、
波
木
井
氏
の
外
謎
に
対
す
る
謝
礼
の
意
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
全
く
同
様
の
趣
を
記
し
て
お
り
、
聖
人
の
最
後
の
言

業
と
し
て
、
充
分
に
納
得
の
い
く
内
容
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
先
の
『
身
延
山
御
書
』
と
の
関
連
を
た
ど
る
時
、
「
身
延
霊
山
説
」
も
共
通
し
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
即
ち
、

は
天
竺
霊
山
に
も
勝
れ
、
日
域
の
比
叡
山
に
も
勝
れ
た
り
。
然
れ
ば
吹
風
も
、
ゆ
る
ぐ
草
木
も
、
流
る
る
水
の
音
ま
で
も
、
此
山
に
は
妙

《拘》

法
の
五
字
を
唱
へ
ず
と
云
こ
と
な
し
。
日
蓮
が
弟
子
檀
那
等
は
此
山
を
本
と
し
て
参
る
べ
し
。
此
則
霊
山
の
契
也
。
」
と
あ
る
が
、
自
身

「
我
此
山

の
墓
所
と
し
て
定
め
た
地
だ
け
に
、
身
延
霊
山
と
い
う
こ
と
も
、
身
延
を
根
本
の
地
と
さ
れ
た
こ
と
も
、
難
な
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

え
よ
う
。

真
偽
説
の
あ
る
御
書
で
あ
る
こ
と
を
、
考
慮
の
中
に
入
れ
て
み
て
も
、
尚
か
っ
、
他
の
御
書
と
の
関
連
か
ら
推
し
て
、
右
に
あ
げ
た
よ

( 63 ) 

う
な
諸
点
は
、
聖
人
最
後
の
真
意
を
、
多
分
に
伝
え
て
い
る
点
が
あ
り
う
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

身
延
山
に
お
け
る
回
避
聖
人
の
足
跡
を
、
遺
文
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
長
茶
羅
や
他
の
文
献
を
参
考
に
し
つ
つ
、
在
山
九
年
間
の
動
向

を
中
心
に
し
て
探
っ
て
き
た
。

入
山
の
当
初
か
ら
、
中
期
を
経
て
次
第
に
数
を
増
し
た
御
書
も
、
後
期
に
至
る
に
従
っ
て
、
御
書
の
数
も
減
少
し
、
特
に
最
後
の
年
に

は
、
十
一
編
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
中
に
は
、
系
年
に
異
説
の
あ
る
も
の
も
あ
り
、
建
治
三
年
五
十
六
歳
の
頃
か
ら
比
較

す
る
と
、
三
分
の
一
以
下
に
な
っ
て
お
り
、
病
身
の
聖
人
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。

身
延
山
晩
年
の
回
避
聖
人
ハ
上
回
〉



身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
〈
上
回
〉

入
山
の
第
一
番
た
る
『
富
木
殿
御
書
』
か
ら
始
り
、
最
後
の
『
波
木
井
殿
御
書
』
ま
で
、

一
貫
し
て
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
よ
り
多
少
な
り
と
も
、
身
延
山
に
お
け
る
聖
人
の
動
向
が
撞
め
た
と
し
た
ら
、
筆
者
の
幸
せ
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

法
華
信
仰
の
徒
に
と
っ
て
、
身
延
は
ま
こ
と
に
根
本
の
霊
山
で
あ
り
、
祖
山
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
は
な
い
も
の
と
い
え
る
。
日
蓮
聖

人
を
真
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、

身
延
山
に
お
け
る
九
年
間
の
上
記
生
活
は
、

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
も
の
で
あ

り
、
そ
の
生
涯
に
お
け
る
思
想
・
信
仰
・
教
義
を
し
め
く
く
っ
た
拠
点
で
あ
り
、
棲
神
の
地
と
し
て
、
今
後
も
依
り
所
と
な
っ
て
行
く
こ

と
で
あ
ろ
う
。
晩
年
の
九
年
聞
を
、
じ
っ
く
り
す
ご
し
た
身
延
の
日
蓮
聖
人
を
知
る
こ
と
は
、
哀
の
聖
人
を
理
解
し
て
行
く
上
の
、
大
切

な
要
件
と
な
っ
て
行
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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頁
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教
史
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表
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世
界
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年
表
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日
本
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学
史
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簡
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冊
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（
日
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御
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七
頁

二
八
二
九
頁

二
八
三
七
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同室

一
九
－
五
頁

六
二
五
頁



観
心
本
尊
抄

寿
量
品
〈
大
正
蔵
九
l
四
三
中
〉

『
大
崎
学
報
』
一
一

O
号
参
照

身

延

山

御

魯

定

遺

一

九

二

＝

一

頁

事

理

供

養

御

告

同

＝

＝

ハ

二

頁

『
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
法
華
仏
教
の
展
開
』
ハ
拙
著
〉
四
八
頁
参
照

身

延

山

御

密

定

遺

一

九

二

三

頁

『
世
界
大
百
科
事
典
』
〈
平
凡
社
〉
一
一
一
巻
四
七

O
頁

『

元

祖

化

導

記

』

四

一

頁

『

別

頭

統

記

』

八

｜

一

九

『

註

圃

讃

』

五

l
一一一

『

蓮

公

行

状

』

五

七

『

高

祖

年

譜

孜

異

』

下

l
四
六

波

木

井

股

御

報

定

遺

一

九

二

四

頁

『

別

頭

統

紀

』

八

｜

一

一

O

『

本

化

別

頭

高

祖

伝

』

下

｜

三

五

『
大
崎
学
報
』
第
一
二
五
・
六
合
併
号
二
一
三
頁
以
降
を
怠
照
。
九
月
十
八
日
池
上
到
着
し
た
聖
人
が
、
ラ
三
日
休
憩
し
た
あ
と
、
常
陸
の
湯

や
其
の
他
塩
原
の
溺
等
へ
出
か
け
た
と
す
る
説
が
生
れ
た
の
は
、
も
と
入
品
派
の
僧
で
あ
っ
た
舜
統
院
真
沼
の
非
難
を
会
通
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
常
陸
の
溺
を
、
選
ば
れ
た
理
由
と
し
て
、
南
部
氏
の
常
陸
移
住
に
つ
い
て
の
関
連
か
ら
論
究
し
て
い

る
。
一
四
ニ
頁
参
照
。

波
木
井
股
御
番

ハ
日
〉

〈

M
〉

ハ
時
〉

ハ路〉
ハ
口
〉

（
時
〉

ハ四〉
（初）

（
幻
〉

（

m）
 

〈お）
（
鈍
〉

（お〉
ハお〉

〈幻〉
〈犯）

（
却
〉

〈鈎〉

身
延
山
晩
年
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉

定
遺

七
二
一
頁
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定
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