
日
蓮
聖
人
中
期
の
畏
奈
羅
に
つ
い
て

上

回

本

昌

一、

日
蓮
聖
人
が
身
延
へ
入
山
さ
れ
た
翌
年
、
即
ち
文
永
十
二
年
は
、
四
月
二
十
五
日
に
改
元
が
あ
り
、
建
治
元
年
と
な
っ
た
。
こ
の
年
の

六
月
聖
人
は
、
法
華
教
学
の
し
め
く
く
り
を
さ
れ
る
意
味
か
ら
も
、

『
撰
時
抄
』
を
著
作
し
、
五
巻
一
一

O
紙
の
中
に
、

一
代
の
法
華
経

色
読
か
ら
得
た
帰
結
を
示
し
、
後
世
門
下
の
た
め
の
指
針
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
日
蓮
が
法
華
経
を
信
始
し
は
日
本
国
に
は
一
滞
一
徴
塵
の
ご
と
し
。
法
華
経
を
二
人
三
人
十
人
百
千
万
億
人
唱
え
伝
う
る
ほ
ど
な
ら

《

1
v

ば
、
妙
覚
の
須
弥
山
と
も
な
り
、
大
湿
撲
の
大
海
と
も
な
る
べ
し
。
仏
に
な
る
道
は
此
よ
り
ほ
か
に
叉
も
と
む
る
事
な
か
れ
。
」
と
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述
べ
更
に
、

「
さ
れ
ば
我
弟
子
等
心
み
に
法
華
経
の
ご
と
く
身
命
も
お
し
ま
ず
修
行
し
て
、
此
度
仏
法
を
心
み
よ
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
。
」

と
教
示
さ
れ
て
い
る
。
身
延
入
山
の
目
的
の
一
つ
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
門
下
へ
の
教
導
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
り
、

一
代
の
し
め
く
く

り
を
行
う
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
回
避
は
閥
浮
提
第
一
の
法
華
経
の
行
者
な
勺
」
と
い
う
明
確
な
立
場
の
表
現
も
、
身
廷
に
入
山
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
佐

渡
に
お
い
て
開
本
の
両
抄
に
よ
り
、
既
に
正
宗
分
の
閲
顕
は
あ
っ
た
と
は
言
う
も
の
の
、
そ
の
し
め
く
く
り
た
る
結
要
は
身
延
入
山
を
待

日
産
聖
人
中
期
の
長
茶
羅
に
つ
い
て
（
上
回
）



っ
て
か
ら
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えに
る勺つ
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て
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上
回

そ
の
大
事
法
門
の
結
要
を
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
十
月
、
西
谷
で
は
大
量
茶
羅
の
図
顕
が
、
十
二
月
へ
か
け
て
五
幅
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち

『
御
本
尊
集
』
の
第
二
六
以
降
が
そ
れ
で
あ
り
、
本
誌
先
号
に
て
述
べ
た
如
勺
》
佐
渡
か
ら
身
延
入
山
の
直
後
に
か
け
て
、
図
顕
せ
ら
れ

た
も
の
と
比
較
す
る
と
、
様
式
が
一
段
と
整
い
筆
蹟
も
重
荘
な
も
の
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
前
述
の
如

く
教
義
の
し
め
く
く
り
を
さ
れ
た
時
期
に
入
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
長
茶
羅
の
図
顕
に
も
、
こ
う
し
た
こ
と
が
影
響
し
て
き
で
い
る
も
の

と
も
受
け
と
ら
れ
よ
う
。

先
ず
第
二
六
の
長
茶
羅
は
、
図
顕
上
の
形
式
は
ほ
ぼ
第
十
八
と
同
じ
よ
う
で
あ
る
が
、
＋
八
と
異
り
大
日
如
来
は
な
く
、
首
題
の
光
明

点
は
雄
大
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
に
四
天
王
・
党
字
・
十
羅
利
女
等
ほ
と
ん
ど
相
似
し
て
い
る
。
尚
、
十
羅
利
女
は
個
別
に
名
を
列
ね

で
あ
る
第
＋
一
・
第
十
三
・
第
十
八
に
続
い
て
四
幅
目
と
な
る
が
、

個
別
に
名
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、

こ
の
曇
茶
羅
で
終
り
、

あ
と
は
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「
十
羅
利
女
」

と
し
て
一
括
し
て
い
る
。

「
添
書
」

に
よ
る
と
、

こ
の
御
本
尊
は
戸
田
市
の
妙
顕
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
現
存
の

「
平
時
光
授
与
さ
と
い
う
聖
筆
が
あ
る
と
伝
え
て
い
む
更
に
平
時
光
に
関
し
て
は
、
日
興
の
『
本
尊
分
与
帳
』
の
中
に
、

テ

7

h

v

J

《

7
V

条
兵
衛
七
郎
平
時
光
者
。
日
興
第
一
弟
子
也
。
仰
所
＝
申
与
一
如
レ
件
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
御
本
尊
は
平
時
光
に
与
え
ら
れ

「
一
、
南

た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
日
興
第
一
の
弟
子
と
い
う
か
ら
、
数
多
い
聖
人
の
孫
弟
子
分
の
中
で
も
富
士
山
麓
を
中
心
と
し
た
教

線
で
、
日
興
の
片
腕
と
な
り
活
癒
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
時
光
は
も
ち
ろ
ん
南
条
家
一
族
の
外
護
は
、
後
年
の
富
士
門
流
に
と
っ
て
、
重

要
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
叉
盈
茶
羅
の
授
与
も
当
然
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
西
谷
の
聖
人
を
外
護
し
た
事
蹟
に

つ
い
て
も
、
与
え
ら
れ
た
御
替
の
上
か
ら
充
分
に
知
ら
れ
る
。

尚
、
こ
の
御
本
尊
は
首
題
を
始
め
と
し
て
、
書
体
が
調
い
、
光
明
点
も
揃
っ
て
全
体
的
に
格
調
を
備
え
て
、
以
後
の
曇
茶
羅
に
共
通
し



た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
聖
人
の
真
蹟
で
あ
る
の
で
、
す
べ
て
の
曇
茶
羅
が
、
尊
厳
・
貴
重
な
も
の
ば
か
り
で

あ
る
が
、
と
り
わ
け
こ
の
第
二
六
以
降
の
も
の
に
、
そ
の
感
が
深
い
も
の
が
あ
る
。

翌
十
一
月
に
は
、
第
＝
七
の
御
本
尊
が
図
顕
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
授
与
者
名
が
な
い
。
京
都
妙
顕
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
第
二

六
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
て
、
龍
王
、
輪
王
等
、
更
に
天
照
・
八
幡
の
座
配
に
異
動
が
認
め
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

次
に
十
二
月
の
第
二
八
は
、

一
遍
首
題
の
左
右
に
「
今
此
三
界

皆
是
我
有

其
中
衆
生

悉
是
吾
子

而
今
此
処

多
諸
息
難
」
の

経
文
を
書
し
、
左
下
に
「
経
一
丸
之
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
授
与
者
は
経
一
麿
で
あ
っ
て
、
通
称
を
「
玄
旨
伝
法
御
本
尊
」
と
い
う
。

玄
旨
本
尊
添
九
百
並
に
『
本
化
別
頭
仏
祖
統
的
等
に
述
べ
ら

図
顕
の
時
の
状
況
と
玄
旨
伝
法
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

「
与
肥
後
般
書

れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
が
、
建
治
元
年
と
い
え
ば
経
一
麿
が
七
歳
で
、
日
朗
の
弟
子
に
な
っ
た
年
で
あ
っ
て
、
聖
人
は
孫
弟
子
に
当
る
経

直
弟
子
や
直
檀
の
主
た
る
人
物
は
も
ち
ろ
ん
、
孫
弟
子
に
ま
で
も
、
本
尊
が
授
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
現
存
の
他
に
も
実
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一
一
麿
に
、
将
来
を
期
待
し
つ
つ
こ
の
本
尊
を
授
与
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

際
は
相
当
数
の
授
与
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
若
干
七
歳
の
孫
弟
子
へ
の
授
与
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
身
を
西
谷
に
箆
ら
れ
た
聖
人
が
い
か
に
末
世
の
こ
と
を
考
え
ら
れ
て
い
た
か
、
滅
後
の
法
華
信
仰
の
展
開
を
祈
っ
て
、
ま
だ
七

歳
の
少
年
孫
弟
子
に
、
熱
い
期
待
を
寄
せ
つ
つ
書
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

恐
ら
く
は
経
一
麿
が
、
師
の
日
朗
に
と
も
な
わ
れ
て
身
延
山
へ
登
り
、
草
庵
に
て
聖
人
の
醤
咳
に
親
し
く
接
し
、
幼
に
し
て
既
に
本
化

仏
子
の
徒
た
る
べ
き
こ
と
を
教
授
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
本
尊
は
ま
さ
し
く
そ
の
折
り
の
も
の
と
し
て
、
日
像
に
と
っ
て
は

生
涯
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
本
尊
と
な
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

惟
に
建
治
の
初
め
に
、
わ
ず
か
七
歳
の
孫
弟
子
経
一
麿
が
、
身
延
に
登
っ
て
草
庵
を
、
師
た
る
日
朗
と
共
に
尋
ね
て
い
た
と
し
た
ら
、

日
蓮
聖
人
中
期
の
盈
茶
羅
に
つ
い
て
（
上
回
）



日
蓮
聖
人
中
期
の
長
茶
羅
に
つ
い
て
ハ
上
回
〉

こ
の
頃
既
に
老
若
の
門
下
が
、
聖
人
を
尋
ね
教
化
を
請
う
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
玄
旨
本
尊
添
状
」
に
よ
れ
ば
、

ル

ノ

畠

申

書

フ

ト

pm

「
建
治
年
中
大
聖
人
御
意
－
一
法
華
経
一
部
持
三
色
心
－
可
ν為
コ
天
下
導
師
－
故
名
－
－
経
一
丸
九
」

と
あ
り
、

出
家
得
度
に
際
し
、

名
を
経
一
丸
と
付
け
ら
れ
、

更
に
前
途
を
嘱
望
し
て
本
尊
が
授
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
身
延
山

史
』
に
よ
れ
ば
、

「
建
治
元
年
二
月
に
は
日
朗
平
賀
忠
晴
の
一
子
万
寿
麿
を
携
へ
て
登
山
し
以
て
聖
祖
に
献
ず
。
聖
祖
大
器
な
る
を
愛
し
名
を
経
一
麿
と

更
む
。
後
の
龍
華
日
像
是
な
り
ov

」

と
あ
る
。
叉
右
の
文
に
続
い
て
、
佐
渡
か
ら
阿
仏
房
が
、
海
山
を
越
え
て
老
婦
を
か
え
り
み
ず
に
来
詣
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
入
山
の
翌
年
に
は
早
く
も
七
歳
の
万
寿
麿
か
ら
、
九
十
歳
に
近
い
阿
仏
房
に
至
る
ま
で
、
折
り
に
ふ
れ
て
の
来
訪
者
が
あ
り
、

《

mv

西
谷
で
の
生
活
は
必
ず
し
も
「
但
一
人
候
ベ
し
」
と
い
う
当
初
の
状
態
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
。
老
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若
を
問
わ
ず
六
老
僧
ら
を
中
心
に
、
門
下
・
檀
越
の
訪
問
者
が
早
い
時
期
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
充
分
察
せ
ら
れ
る
。

入
山
当
初
の
聖
人
は
、
執
筆
の
た
め
に
一
定
期
聞
を
「
た
だ
一
人
」
で
山
中
に
居
し
、
重
要
御
書
を
完
成
さ
せ
、

一
代
を
し
め
く
く
る

為
の
時
期
と
さ
れ
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
法
華
取
要
抄
』
を
手
始
め
に
、

『
撰
時
抄
』

『
報
恩
抄
』
等
其
の
他
の
主
要
御
書
は
、

い
ず
れ
も
入
山
後
間
も
な
く
の
執
筆
で
あ
り
、
こ
の
為
の
入
山
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
程
で
あ
る
。
聖
人
の
本
心

は
や
は
り
山
林
に
在
っ
て
、
な
ん
び
と
に
も
遠
慮
す
る
こ
と
な
く
、
心
ゆ
く
ま
で
法
華
経
を
読
請
し
、
書
写
し
て
執
筆
に
よ
る
一
代
の
し

円四》

め
く
く
り
に
あ
っ
た
と
も
推
察
で
き
う
る
。

と
こ
ろ
が
、
入
山
後
間
も
な
く
人
の
出
入
り
が
次
第
に
多
く
な
り
、

つ
い
に
は
、

「
人
は
な
き
時
は
四
十
人
、
あ
る
時
は
六
十
人
」
と

い
う
状
態
と
な
っ
て
、

「
心
に
は
し
ず
か
に
あ
じ
ち
む
す
び
て
、
小
法
師
と
我
身
計
り
御
経
よ
み
ま
い
ら
せ
ん
と
こ
そ
存
て
候
に
、
か
か



〈

uv

る
わ
づ
ら
わ
し
き
事
候
は
ず
。
」
と
い
う
結
果
に
ま
で
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
四
十
乃
至
六
十
人
と
い
う
人
々
の
中
に
は
、
当

然
の
事
な
が
ら
、
直
弟
子
・
孫
弟
子
を
始
め
、
直
檀
の
人
々
の
各
年
令
層
に
わ
た
っ
て
、
相
当
に
広
い
範
囲
の
も
の
が
集
ま
っ
て
き
て
い

た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
人
々
の
中
に
は
、
遺
文
や
長
茶
羅
の
中
に
氏
名
の
出
て
来
る
者
も
あ
れ
ば
、
全
く
氏
名
の
出
て
こ
な
い
無
名
の
僧
俗
も
、
叉

数
多
く
い
た
で
あ
ろ
う
。
愛
で
は
曇
茶
羅
の
授
与
者
の
上
か
ら
、
少
し
で
も
多
く
の
人
々
の
動
静
を
探
ぐ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一一、

次
に
第
二
九
の
受
茶
羅
は
、
身
延
の
本
遠
寺
蔵
で
あ
る
が
、
年
月
日
も
授
与
者
も
共
に
不
明
で
あ
る
。
讃
文
に
容
喰
品
の
経
文
が
書
写

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

「
今
此
三
界
御
本
尊
」
と
通
称
さ
れ
て
い
る
。
中
央
の
一
一
過
首
題
の
左
右
に

「
今
此
三
界
（
乃
至
〉
能
為
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一
倒
閣
一
」
の
経
文
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

に
も
筆
蹟
を
認
め
る
が
、
判
読
し
難
い
。

「
日
蓮
」
の
「
蓮
」
も
、
花
押
も
ほ
と
ん
ど
読
め
な
い
状
態
で
、
損
み
が
激
し
く
、
右
下
部
分

第
三

O
は
、
建
治
元
年
十
二
月
の
図
顕
で
あ
る
が
、
授
与
者
は
不
明
で
あ
る
。
鎌
倉
妙
本
寺
の
所
蔵
で
、
書
体
も
総
体
的
に
見
て
穏
や

か
で
あ
り
、
四
天
王
も
、
弘
安
期
の
太
く
雄
大
で
あ
る
の
に
比
べ
て
細
目
に
書
写
さ
れ
て
い
て
、
対
照
的
で
あ
る
。

第
＝
こ
は
建
治
二
年
に
入
り
二
月
の
図
顕
で
、
こ
れ
は
釈
日
与
に
授
与
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
釈
日
与
が
如
何
な
る
人
物

「
釈
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
出
家
者
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
東

晋
時
代
に
道
安
が
、
釈
尊
の
弟
子
と
い
う
意
味
か
ら
「
釈
」
を
使
用
し
、
釈
道
安
と
し
た
こ
と
か
ら
始
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
、
出

で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。

家
者
が
釈
の
字
を
用
い
た
よ
う
な
の
で
、
聖
人
門
下
の
日
与
が
釈
を
使
用
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

日
蓮
聖
人
中
期
の
長
茶
羅
に
つ
い
て
ハ
上
回
〉



日
蓮
聖
人
中
期
の
量
茶
羅
に
つ
い
て
ハ
上
田
〉

聖
人
自
身
、
遺
文
の
中
で
「
釈
子
日
蓮
」
と
署
名
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
別
に
珍
ら
し
い
こ
と
で
も
な
い
が
、
門
下
で
釈
を

冠
す
る
人
は
、
そ
ん
な
に
多
く
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
二
月
と
い
え
ば
太
陽
暦
で
は
、
三
月
に
当
る
の
で
ぽ
つ
ぽ
つ
雪
も
解
け
て
、
身
延

へ
の
参
詣
も
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
日
与
が
西
谷
を
訪
れ
、
聖
人
に
面
会
の
折
り
、
図
顕
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
尼
崎
の
本
興
寺
所
蔵
で
、

「
日
蓮
」
の
署
名
と
花
押
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
ニ
は
同
じ
く
二
月
の
染
筆
で
あ
り
、
次
第
に
首
題
が
太
く
大
書
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
日
興
が
「
富
士
西
山
河
合
入

道
女
子
高
橋
六
郎
兵
衛
入
道
後
家
持
妙
尼
仁
日
興
申
与
之
」
と
添
書
し
て
い
る
の
で
、
授
与
者
名
は
な
い
が
、
日
興
か
ら
持
妙
尼
へ
与
え

ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
持
妙
尼
は
、
高
橋
六
郎
兵
衛
入
道
の
奏
で
、
駿
河
富
士
郡
の
久
保
村
に
住
ん
で
い
た
の
で
「
窪
尼
」
と
も
称
せ

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
日
興
の
添
書
に
よ
り
、
高
橋
六
郎
兵
衛
入
道
の
妻
が
、
持
妙
尼
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
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味
か
ら
す
る
と
貴
重
な
資
料
を
持
っ
た
曇
茶
羅
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
ま
で
は
妙
心
尼
が
妻
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
考
え
方
も

あ
っ
た
。
持
妙
尼
宛
の
遺
文
か
ら
見
て
も
、
夫
の
菩
提
を
弔
う
上
か
ら
西
谷
へ
は
、
供
養
の
僧
謄
料
を
送
り
、
外
護
の
女
性
信
徒
の
一
人

に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
く
尼
ケ
崎
本
興
寺
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。
尚
、
日
興
の
『
本
尊
分
与
帳
』
に
よ
れ
ば
、

H

J

T

7

ル

9

1

（
刊

μ》

衛
入
道
後
家
尼
者
日
興
叔
母
也
。
仰
所
＝
申
与
四
如
ν
件
。
」
と
あ
る
の
で
、
入
信
に
至
る
経
路
も
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
。

「
高
橋
六
兵

同
二
月
の
第
三
三
通
称
「
鋲
飽
本
尊
」
も
、
四
月
の
第
三
回
の
長
茶
羅
も
共
に
、
授
与
者
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
第
三
三
は
北
山

本
門
寺
の
所
蔵
で
あ
る
の
で
、
何
れ
富
士
方
面
の
人
へ
の
授
与
で
あ
ろ
う
。
第
三
四
は
京
都
本
園
寺
の
所
蔵
で
、
寺
伝
に
よ
る
と
日
朗
上

人
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
同
四
月
の
第
三
五
は
茂
原
の
藻
原
寺
に
あ
る
が
、
こ
れ
も
寺
伝
で
は
日
向
へ
授
与
さ
れ
た
も
の
と

し
て
い
る
。
第
三
六
・
第
三
七
と
続
け
て
四
幅
も
顕
し
て
い
る
が
、
や
は
り
卯
月
を
迎
え
て
身
延
へ
の
出
入
り
も
賑
っ
て
き
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。



現
今
で
も
冬
季
は
参
詣
が
少
な
く
、
春
に
な
る
と
雪
解
け
を
ま
ち
、
花
鳥
と
共
に
登
詣
も
数
を
増
す
の
で
あ
る
か
ら
、
往
時
も
こ
う
し

た
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
卯
月
に
ま
と
ま
っ
て
四
幅
も
図
顕
せ
ら
れ
た
事
実
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て

い
る
も
の
と
い
え
る
。
西
谷
の
草
庵
を
訪
ね
て
来
た
僧
俗
と
応
対
し
つ
つ
、
受
茶
羅
を
授
与
さ
れ
、
そ
の
信
仰
の
増
進
を
勧
奨
さ
れ
た
こ

と
は
、
真
蹟
現
存
の
幅
数
の
み
か
ら
考
え
て
も
、
病
弱
な
体
力
で
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
い
え
る
。
著
述
・
解
説
・
読

経
の
連
続
し
て
い
る
日
課
の
中
で
の
図
顕
は
、
相
当
の
精
神
力
を
要
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
て
そ
う
し
た
中
で
も
、
第
三
回
は
「
日
蓮
」
の
署
名
が
、
花
押
の
中
に
完
全
に
埋
ま
る
形
と
な
り
、
四
方
の
四
天
王
も
次
第
に
大
番

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
叉
第
三
七
は
「
大
日
本
国
沙
門
日
照
之
」
と
左
下
に
授
与
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
授
与
者
名
は
、

紙
背
に
あ
っ
た
も
の
を
表
装
す
る
際
に
、
表
面
へ
移
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
玉
沢
妙
法
華
寺
の
所
蔵
で
、
「
祈
鵡
本
尊
」
と
通
称

『
高
祖
年
譜
』
並
に
『
年
譜
孜
異
』

で
は
、
日
昭
に
賜
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
頃
、
六
老
僧
ら
の
直
弟
子
も
、
機
会
を
得
て
は
西
谷
を
訪
れ
て
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さ
れ
て
い
る
如
く
、
左
右
に
薬
玉
菩
薩
品
・
寿
量
品
・
浬
襲
経
発
行
品
等
の
文
を
書
写
し
て
い
る
。

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尚
、

『
日
蓮
聖
人
門
下
歴
代
大
長
茶
羅
本
尊
集
成
』
に
よ
れ
ば
、
四
幅
の
新
た
な
真
践
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中

の
二
幅
は
極
め
て
初
期
の
も
の
で
あ
り
、
あ
と
の
こ
幅
の
中
の
一
幅
は
、
建
治
二
年
、
も
う
一
幅
は
弘
安
二
年
の
図
顕
で
あ
る
。
そ
の
中

の
建
治
二
年
二
月
五
日
付
の
真
蹟
は
、
首
題
の
下
に
他
筆
を
も
っ
て
、

「
懸
本
門
寺
可
為
万
年
重
宝
也
、
入
道
孫
由
比
五
郎
入
遊
女
所
譲

得
也
、
大
宅
氏
嫡
子
大
法
師
譲
与
也
」
と
あ
り
、
更
に
左
側
下
に
は
「
日
興
祖
父
河
合
入
道
申
与
之
」
と
あ
る
。
西
山
本
門
寺
蔵
の
こ
の

御
本
尊
は
、

日
興
の
関
係
者
に
よ
っ
て
、
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
、
最
終
的
に
は
本
門
寺
重
宝
と
し
て
収
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

日
興
を
経
て
、
そ
の
一
門
並
に
富
士
方
面
の
僧
俗
に
授
与
さ
れ
た
御
本
尊
は
、
こ
れ
を
も
含
め
て
、
そ
の
幅
数
を
考
え
る
と
き
、
西
谷
へ

の
出
入
り
も
、
こ
の
方
面
か
ら
の
人
々
が
、
相
当
に
多
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

日
蓮
聖
入
中
期
の
盈
茶
羅
に
つ
い
て
ハ
上
回
〉



日
蓮
聖
人
中
期
の
憂
茶
灘
に
つ
い
て
ハ
上
回
）

次
に
八
月
へ
入
っ
て
十
三
日
付
の
第
三
八
受
茶
羅
が
あ
る
。
こ
れ
は
花
押
の
中
に
「
亀
若
説
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
亀
若
に
授
与
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
京
都
本
満
寺
の
所
蔵
で
あ
っ
て
、
通
称
は
「
三
光
現
洛
御
本
尊
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

「
病
即
消
滅

不
老
不
死
」
の
経
文
が
あ
る
の
で
、
当
病
平
癒
を
祈
念
さ
れ
た
「
お
護
り
本
尊
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
第
三
丸

も
ほ
ぼ
同
様
の
形
式
で
あ
り
、
同
日
の
図
顕
で
あ
っ
て
、
授
与
者
名
は
削
損
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
曇
茶
羅
を
模
写
し
た
と
い
わ
れ
る
も

の
に
は
、
第
三
八
と
同
様
の
位
置
、
即
ち
花
押
の
中
に
「
亀
弥
諮
也
」
と
あ
る
の
で
、
恐
ら
く
は
同
日
に
「
亀
若
」
と
「
亀
弥
」
へ
授
与

円

mv

さ
れ
る
た
め
の
図
顕
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

又
さ
ら
に
翌
日
の
八
月
十
四
日
付
の
第
四
O
の
憂
茶
羅
に
も
、
同
様
の
讃
文
が
見
ら
れ
、
図
顕
の
形
式
も
同
形
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
や

は
り
花
押
の
中
に
「
亀
姫
護
也
」
と
あ
る
。
従
っ
て
十
三
・
十
四
の
両
日
に
わ
た
り
連
続
し
て
三
幅
が
顕
さ
れ
、
共
に
同
形
式
で
亀
若
・

亀
弥
・
亀
姫
の
三
人
に
授
与
さ
れ
て
い
る
点
を
考
慮
し
た
と
き
、

『
中
山
法
華
経
寺
史
跡
地
に
よ
れ
ば
、
千
葉
氏
の
第
十
世
瀬
胤
の
こ
と
を
「
平
亀
若
丸
」
と
称
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
し
、
叉
「
亀
弥
」

「
亀
姫
」
は
胤
宗
の
姉
で
は
な
い
か
と
の
説
も
あ
る
吃
何
れ
に
し
て
も
建
治
二
年
の

こ
の
三
人
は
同
一
族
の
者
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
尚
、
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は
十
一
世
胤
宗
の
兄
で
あ
る
宗
胤
の
こ
と
で
あ
り
、

八
月
に
は
、
こ
う
し
た
人
々
の
出
入
り
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
も
し
も
こ
の
授
与
者
が
千
葉
氏
の
関
係
者
で
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
こ
の
頃
の
西
谷
訪
問
者
の
中
に
は
、
直
弟
子
或
い
は
直
檀
と
し
て
著
名
な
人
々
ば
か
り
で
は
な
く
、
無
名
の
信
徒
ら
も
交

っ
て
お
り
、
盈
茶
羅
本
尊
の
授
与
が
、
機
に
応
じ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
三
幅
に
共
通
し
て
い
る
形
式

と
し
て
は
、
四
天
王
が
第
三
八
・
第
四
O
は
、
二
段
目
の
右
側
に
「
大
見
沙
門
天
王
」
と
「
大
持
国
天
王
」
が
配
さ
れ
、
第
三
丸
で
は
左

側
に
「
広
目
天
王
」
と
「
増
長
天
王
」
が
あ
り
、
前
後
の
憂
茶
羅
が
共
に
四
天
王
を
四
隅
に
配
し
て
い
る
形
式
と
は
違
っ
た
特
徴
を
示
し

て
い
る
。
十
界
勧
請
の
曇
茶
羅
と
比
較
す
る
と
、
勧
請
の
諸
尊
も
簡
素
で
あ
り
、

一
見
し
て
病
即
消
滅
の
「
護
り
本
尊
」
た
る
こ
と
が
判



然
と
す
る
形
式
で
あ
る
。

一一、

建
治
三
年
に
入
る
と
、

二
月
に
第
四
一
の
図
顕
が
あ
る
。

こ
れ
は
京
都
本
因
寺
の
所
蔵
で
、

授
与
者
は
不
明
で
あ
る
。

四
条
頼
基
が

品
買
茶
羅
か
ら
「
経
」
の
文
字
が
、

コ
尊
四
菩
薩
」
の
木
像
を
造
り
、
聖
人
に
よ
っ
て
開
眼
さ
れ
た
の
と
同
じ
頃
に
当
っ
て
い
る
。
『
御
本
尊
集
目
録
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「
第
二
期
の
書
体
に
入
り
、
第
六
天
魔
王
の
列
座
が
始
ま
混
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
魔
王
が
第
二

段
の
右
側
「
大
究
天
王
」
の
次
位
に
配
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
二
月
十
五
日
付
で
、
第
四
ニ
の
憂
茶
羅
が
顕
さ
れ
て
い
る
。
第
四
一
と
全
く
同
様
の
書
体
で
あ
り
、
相
い
前
後
し
て
筆
を
と
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
授
与
者
は
不
明
で
、
鷲
津
の
本
興
寺
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。
釈
尊
浬
梁
会
の
聖
日
を
期
し
て
の
図
顕
で
あ
っ
た
こ
と
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に
意
義
が
あ
っ
た
。

『
御
本
尊
集
目
録
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
あ
と
第
四
三
に
、
京
都
本
能
寺
の
通
称
「
焼
残
り
の
御
本
尊
」
を
加
え
て
い
る
。
傷
み
が
大
き

く
特
に
左
の
半
面
は
ほ
と
ん
ど
の
文
字
が
判
読
で
き
に
く
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

翌
卯
月
に
は
第
四
回
の
図
顕
が
あ
り
、
四
天
王
も
次
第
に
書
体
が
大
き
さ
を
増
し
、
党
字
と
共
に
太
く
目
立
っ
て
き
て
い
る
。
佐
渡
妙

宜
寺
の
所
蔵
で
あ
る
が
、
授
与
者
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
書
体
・
形
式
等
の
面
か
ら
考
え
て
、
こ
の
期
の
代
表
的
な
図
顕
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

次
は
十
月
に
第
四
五
の
首
題
を
紙
の
長
さ
一
杯
に
記
さ
れ
た
曇
茶
羅
が
あ
る
。
弘
安
に
至
る
と
首
題
も
太
く
全
長
と
な
り
、
四
天
王
や

党
字
も
雄
大
さ
を
増
し
て
く
る
が
、
こ
の
筆
蹟
も
そ
れ
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
京
都
の
本
能
寺
所
蔵
で
あ
る
が
、
こ
の
御
本
尊
を

日
蓮
聖
人
中
期
の
長
奈
躍
に
つ
い
て
（
上
回
〉



回
避
聖
人
中
期
の
畳
茶
躍
に
つ
い
て
ハ
上
回
）

模
写
し
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
他
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
真
蹟
の
模
写
は
相
当
に
古
い
頃
か
ら
既
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、

各
地
に
こ
の
御
本
尊
に
限
ら
ず
模
写
の
曇
茶
羅
を
、
現
在
も
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
門
下
が
信
仰
の
対
象
と
し
て
、
尊
重
し
、
且

つ
秘
蔵
さ
れ
た
現
れ
と
も
い
え
よ
う
。

こ
れ
は
各
所
蔵
者
が
、
真
蹟
の
重
要
性
か
ら
厳
重
に
格
護
し
、
簡
単
に
は
拝
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、
聖
筆
と
等
し
い
模

写
を
も
っ
て
、
日
常
の
信
仰
対
象
と
す
る
傾
向
を
生
ん
で
い
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

翌
十
一
月
に
は
、
通
称
「
切
鈎
御
本
尊
」
と
い
わ
れ
て
い
る
第
四
六
の
受
茶
羅
が
見
ら
れ
る
。
建
治
年
中
最
後
の
染
筆
で
あ
る
が
、
保

存
状
態
は
第
四
五
と
比
較
し
て
不
鮮
明
で
あ
る
。
京
都
本
因
寺
の
所
蔵
で
、
こ
の
本
尊
以
降
は
「
十
方
分
身
諸
仏
」

ハ
左
〉
と
「
善
徳
如

来
'-

〈
右
〉
の
文
字
が
、
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
辺
に
も
建
治
期
の
様
式
か
ら
、
弘
安
期
の
様
式
へ
の
、
推
移
を
見
る
こ
と
が
で

が
番
体
を
荘
厳
な
も
の
と
し
て
き
で
い
る
。

建
治

年
中
の
御
本
尊
は
以
上
の
ノ、
幅
で

つあ
まる
りカ：

支総
期話
、b に

伝費
る碍

の
初座
期配
の且も
まほ

警E
＇~： 着
・二〈 し

署
名

花
押
も
雄
大
さ
を
増
し

首
題
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き
る
。

建
治
期
の
中
期
に
相
当
す
る
時
期
を
経

て
、
弘
安
期
の
後
期
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
時
期
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
｜
初
期

l
文
永
年
間
ハ
l
第
一

1
第
二
五

l
主
と
し
て
一
遍
首
題

l
－

一

／

／

二

五

幅

（

二

幅

〉

一

長
茶
羅

l
T中
期

l
建
治
年
間
｜
｜
高
ニ
ベ

i
四
、
1
1
略
勧
請
か
ら
総
勧
誘
へ

l
丁
一
二
三
幅

「

／

／

／

二

「

幅

〈

「

幅

〉

｜

「

ハ

四

幅

〉

「
後
期
1
弘
安
年
間
｜
｜
蒋
四
七

3
一
二
三
｜
主
と
し
て
総
勧
誘

l
－

／
／
／
七
七
幅
三
幅
〉

〉
内
の
数
は
「
日
蓮
聖
人
門
下
歴
代
大
長
茶
羅
本
尊
集
成
」
所
出
。

※ 
r、



う
し
た
意
味
か
ら
す
る
と

建
治
年
中
の

幅

~~24 

数

そ
少
な

ヵ：

や
ヵ：
て
弘
安

宮
入
り

十
界
勧
誘
の
大
盤
茶
羅
J、

向
け
て
の
重
要
な
一
時
期
に
当
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
単
に
諸
尊
の
座
配
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
書
体
そ
の
も
の
に
つ
い

て
も
、
首
題
を
雄
大
に
全
長
で
示
し
、
花
押
の
し
め
る
位
置
か
ら
、
そ
の
存
在
の
意
義
も
汲
み
と
れ
る
も
の
が
あ
り
、
推
移
の
跡
を
た
ど

り
つ
つ
、
し
め
く
く
り
の
図
顕
と
も
い
え
る
弘
安
後
期
の
憂
茶
羅
に
至
る
こ
と
と
な
る
。

－－s
－、
－tJ
I
 

授
与
者
の
氏
名
が
判
然
と
し
な
い
も
の
が
多
い
こ
と
は
、

目
的
の
一
つ
で
あ
る
西
谷
を
往
時
訪
れ
た
人
々
の
動
静
を
探
る
上

で
、
残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
推
察
す
る
と
こ
ろ
、
個
人
を
対
象
と
し
て
図
顕
さ
れ
た
長
茶
羅
よ
り
も
、
或
る
集
団
的
な
対
象
者

へ
の
授
与
が
、
多
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
う
る
。
複
数
の
人
々
、

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
富
士
方
面
の
南
条
一
族
、
或
い

は
中
山
方
面
の
富
木
一
族
、

池
上
兄
弟
、

四
条
一
派
等
の
檀
越
集
団
へ
与
え
ら
れ
た
憂
茶
羅
の
中
に
は
、

特
定
の
代
表
者
名
を
記
入
せ

( 15 ) 

ず
、
広
く
一
門
の
人
々
に
よ
っ
て
信
仰
の
対
象
と
な
り
う
る
よ
う
に
、
敢
て
授
与
者
名
を
載
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

第
三
八
・
第
四

O
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
定
の
人
物
の
病
即
消
滅
を
祈
願
さ
れ
た
受
茶
羅
に
つ
い
て
は
、
授
与
者
名
が
明
記
さ
れ
て

い
る
点
か
ら
考
え
て
も
、
首
肯
で
き
よ
う
。
特
に
個
人
的
に
或
る
祈
願
に
よ
っ
て
授
与
さ
れ
た
も
の
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
は
無
記
名
で
あ

る
点
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
弘
安
年
中
に
入
る
と
、

一
と
通
り
の
授
与
が
集
団
的
に
済
ん
だ
時
点
を
迎
え
、
今
度
は
そ
う
し
た
中
か
ら
、
個
人
宛
の
授

与
が
見
え
始
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
初
期
は
憂
茶
羅
の
形
成
期
に
当
る
と
い
え
る
が
、
中
期
は
主
と
し
て
集
団
的
な
授
与
が
な
さ

れ
、
各
地
区
の
信
行
増
進
を
計
り
、
後
期
に
移
る
と
、
門
弟
か
ら
檀
越
の
代
表
的
人
物
へ
、
個
人
的
に
授
与
名
を
明
記
し
た
憂
茶
羅
が
、

次
第
に
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
中
期
の
量
茶
羅
に
つ
い
て
ハ
上
回
〉



回
避
聖
人
中
期
の
長
茶
羅
に
つ
い
て
ハ
上
田
〉

て
く
る
。
弘
安
期
の
品
質
茶
羅
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
い
て
こ
の
あ
と
拝
見
し
な
が
ら
鎖
仰
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
今
回
は
中
期
の
是

愛
に
も
又
、
中
期
か
ら
後
期
へ
か
け
て
の
、
聖
人
と
門
下
と
の
関
連
を
知
る
一
つ
の
鍵
が
、
長
茶
羅
の
中
に
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ

茶
羅
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
推
移
を
一
見
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔註〕ハ
1
〉

〈

2
〉

ハ
3
〉

ハ
4
〉

〈

5
〉

〈

6
〉

〈

7
〉

〈

8
〉

（

9
〉

〈叩〉

〈

U
〉

〈辺〉
ハ路〉

ハ
M
〉

ハ店〉
ハ路〉

ハロ〉

撰

時

抄

定

遺

一

O
五
四
頁

同

同

一

O
五
九
頁

同

同

一

O
一
九
頁

「
身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
教
学
」
（
拙
論
〉
中
村
瑞
隆
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
『
仏
教
学
論
集
』
五
七
九
頁
を
参
照
。

『
棲
神
』
第
六

O
号
、
「
日
蓮
聖
人
初
期
の
長
茶
績
に
つ
い
て
」
ハ
拙
論
〉
を
参
照
。

『
御
本
尊
集
目
録
』
〈
立
正
安
国
会
〉
四
ニ
頁

『

宗

全

・

興

尊

全

集

』

－

一

四

頁

『

宗

全

・

上

聖

部

』

三

四

頁

『

本

化

別

頭

仏

担

統

記

』

七

t
八

『

宗

全

・

上

聖

部

』

＝

一

四

頁

『

身

延

山

史

』

二

ハ

頁

富

木

股

御

書

定

遺

八

O
九
頁

こ
の
点
に
関
し
て
は
「
日
蓮
聖
人
身
延
入
山
の
研
究
」

兵

衛

志

股

御

返

事

定

遺

一

六

O
六
頁

『
回
避
聖
人
御
遺
文
辞
典
』
四
八
三
頁

持

妙

尼

御

前

御

返

事

一

七

O
六
頁

『

宗

全

・

興

尊

全

集

』

二

五

頁
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ハ
拙
論
〉

『
回
避
教
団
の
諮
問
題
』
三
三

O
頁
参
照
。



（

児

〉

〈

印

〉

ハ
却
〉

ハ
創
〉

〈

沼

〉

（

お

〉

ハM
m
）

『

高

祖

年

譜

』

三

九

『

年

譜

孜

異

』

下

巻

二

O

『

御

本

尊

集

目

録

』

五

八

頁

『
中
山
法
華
経
寺
史
料
』
に
よ
れ
ば
、
「
平
亀
若
丸
諦
文
案
」

『

御

本

尊

集

目

録

』

五

八

頁

同

六

－

頁

『
日
蓮
聖
人
門
下
歴
代
大
量
茶
羅
本
尊
集
成
』
に
よ
れ
ば
、
第
五
の
新
潟
妙
宣
寺
蔵
と
、
第
六
の
京
都
妙
蓮
寺
蔵
の
二
幅
は
、
共
に
書
体
か
ら
見

て
極
く
初
期
の
お
箪
で
あ
り
、
首
題
と
釈
迦
・
多
宝
の
二
仏
、
そ
れ
に
党
字
と
署
名
・
花
押
の
み
の
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
佐
渡
で
の
染
鋸
で
あ

ろ
う
。
文
第
九
の
西
山
本
門
寺
蔵
は
、
建
治
二
年
二
月
の
図
顕
で
あ
り
、
第
＋
二
の
小
田
原
油
伊
永
寺
蔵
は
、
弘
安
二
年
十
一
月
の
も
の
で
、
計
四

幅
が
新
し
く
真
蹟
集
の
中
へ
加
え
ら
れ
、
合
計
で
一
二
七
摘
と
な
る
。

（
建
長
元
年
五
月
廿
七
日
〉
の
一
文
が
見
ら
れ
る
。
九
三
頁
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日
蓮
聖
人
中
期
の
長
茶
羅
に
つ
い
て
（
上
回
）


