
岩
切
護
道
さ
ん
か
ら
の

「寺
報
」
と

「御
手
紙
」

廣

田

頼

道

「芝
川
」
の
発
行
を
休
ん
で
い
る
二
年
八
ヶ
月
の
間
に
、

岩
切
護
道
さ
ん
か
ら
、

「妙
彩
」
と
い
う
慈
本
寺
の
寺
報
が

だ
し
ぬ
け
に
送
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
手
紙
も
何
も
入
っ
て
い

な
い
状
態
で
し
た
の
で
、
何
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
乍
、
内
容

を
読
ま
せ
て
貰
う
と
、
「妙
彩
」
二
〇
〇
七
年
二
月
号
に

【佐
前
は
本
因
妙
の
修
行
】

こ
れ
に
関
す
る
他
門
の
無
知
不
明
こ
そ
が

御
本
尊
の
意
義
を
わ
か
ら
な
く
し
て
い
る

と
い
う
題
名
で
、
ど
う
も
、
私
の
、

『建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
は
宗
旨
建
立
に
あ
ら
ず
』

（芝
川
１８
号
）

の
論
文
を
破
折
し
た
か
ら
、
良
く
見
ろ
よ
と
い
う
示
威
行
為

ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
何
度
も
読
ん
だ
の
で
す

が
、
理
論
の
展
開
が
あ
れ
も
言
い
た
い
こ
れ
も
言
い
た
い
と

い
う
感
じ
で
、
は
っ
き
り
掴
め
な
い
為
に
、
岩
切
護
道
さ
ん
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に
、

「芝
川
誌
に
き
ち
ん
と
し
た
論
文
を
寄
稿
し
て
頂
け
れ

ば
掲
載
し
ま
す
の
で
、
ど
う
で
す
か
。
」
と
い
う
趣
旨
の
手

紙
を
出
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
日
消

印
の
左
記
の
返
事
が
来
ま
し
た
。

こ
こ
に
、
長
文
に
な
り
ま
す
が
全
文
を
掲
載
し
、
返
事
の

手
紙
も
載
せ
、
多
く
の
人
に
読
ん
で
考
え
て
貰
い
た
い
と
思

い
ま
し
た
。

い
く
ら
忙
し
い
と
は
い
え
、
こ
ん
な
大
切
な
事
を
越
え
る

ほ
ど
忙
し
い
事
も
あ
る
ま
い
、
又
、
論
文
が
書
け
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
こ
れ
以
上
の
考
え
は
無
い
と
判
断
し
、
こ
こ
に

掲
載
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

【佐
前
は
本
因
妙
の
修
行
】

こ
れ
に
関
す
る
他
門
の
無
知
不
明
こ
そ
が

御
本
尊
の
意
義
を
わ
か
ら
な
く
し
て
い
る

住
職
　
岩
　
切
　
護
　
道

『当
体
義
抄
』
（御
書

・
六
九
五
頁
）

「至
理
は
名
無
し
。
聖
人
理
を
感
じ
て
万
物
に
名
を
付
く

る
時
、
因
果
倶
時

。
不
思
議
の

一
法
之
有
り
。
之
を
名
づ

け
て
妙
法
蓮
華
と
為
す
。
こ
の
妙
法
蓮
華
の

一
法
に
十
界

三
千
の
諸
法
を
具
足
し
て
欠
減
無
し
。
之
を
修
行
す
る
者

は
仏
因
仏
果
同
時
に
之
を
得
る
な
り
。
聖
人
此
の
法
を
師

と
為
し
て
修
行
覚
道
し
た
ま
へ
ば
、
妙
因
妙
果
倶
時
に
感

得
し
給
ふ
。
故
に
妙
覚
果
満
の
如
来
と
成
り
給
ふ
」

（題

目
三
唱
）

先
日
、
自
分
は
創
価
学
会
員
だ
と
い
う
者
か
ら
電
話
が
あ
っ

て
、
何
か
聞
き
た
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
で
、

「お

名
前
は
？
」
と
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
、
「名
前
を
名
乗

っ
た
っ

て
知
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
言
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
で
し
ょ

う
」
と
、
ま
る
で
木
で
鼻
を
く
く
っ
た
よ
う
な
返
事
で
し
た
。

名
を
言
わ
な
い
こ
と
に
何
の
意
図
が
あ
る
の
か
知
ら
な
い

が
、
匿
名
の
人
と
話
す
気
は
無
い
し
、
社
会
の
最
低
限
の
ル
ー

ル
す
ら
わ
き
ま
え
な
い
失
礼
な
人
で
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
相

手
を
し
て
も
ま
と
も
な
会
話
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
う
っ

ち
ゃ
っ
て
お
こ
う
と
思

っ
た
の
で
す
が
、

「何
に
も
答
え
ら

れ
な
い
の
か
。
さ
す
が
、
臆
病
の
上
に
無
知
の
日
顕
宗
の
坊

主
だ
な
」
と
、
聞
き
捨
て
な
ら
な
い
こ
と
を
言
う
の
で
、

「な
ぜ
日
顕
宗
と
呼
ぶ
の
で
す
か
」
と
聞
く
と
、
「御
書
の
ど

こ
に
も
無
い
、
宗
旨
建
立
が
二
回
あ

っ
た
な
ん
て
言

っ
て
い
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る
か
ら
だ
」
と
、
鼻
息
荒
く
言
う
の
で
す
。

そ
れ
で
、
「そ
れ
は
た
だ
あ
な
た
が
今
ま
で
ご
存
じ
な
か
っ

た
だ
け
の
こ
と
。
『御
義
口
伝
』
や
、
日
蓮
門
家
の
最
初
の

大
聖
人
の
伝
記
と
な
る
日
道
上
人
の

『御
伝
土
代
』
等
に
も
、

二
月
二
十
八
日
と
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
。
な
ぜ
、
宗
旨
建
立

が
二
回
あ
っ
た
の
か
詳
し
く
お
聞
き
に
な
り
た
け
れ
ば
、
ど

う
ぞ
い
つ
で
も
お
寺
に
お
見
え
く
だ
さ
い
」
と
だ
け
言
っ
て
、

こ
の
時
は
こ
れ
で
電
話
を
切
り
ま
し
た
。

こ
の
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、
ま
だ
他
に
も
日
蓮
正
宗
の
宗

旨
建
立
に
つ
い
て
、
難
癖
を
つ
け
る
人
が
い
る
よ
う
で
す
。

た
と
え
ば
、
元
日
蓮
正
宗
の
僧
侶
で
、
現
在
正
信
会
と
い

う
所
に
所
属
し
て
い
る
広
田
頼
道
と
い
う
人
が
そ
う
で
す
。

こ
の
人
が
中
心
と
な
っ
て
発
行
し
て
い
る

『芝
川
』
と
い

う
本
の
中
に
、
『建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
は
宗
旨
建
立
に

あ
ら
ず
』
と
い
う
題
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

（芝
川

・
十
八
号
）

そ
の
論
文
の
中
に
は
、
「宗
旨
の
三
箇
と
言
わ
れ
る
の
は
、

本
門
の
本
尊
、
本
門
の
題
日
、
本
門
の
戒
壇
の
、
い
わ
ゆ
る

三
大
秘
法
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
。

そ
れ
で
は
、
宗
門
が
宗
旨
建
立
の
日
と
言

っ
て
い
る
建
長

五
年
四
月
二
十
八
日
に
、
そ
の
宗
旨
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
か
と
い
う
と
、

一
、
四
月
二
十
八
日
は
佐
前
で
あ
り

二
、
四
月
二
十
八
日
に
は
文
上
は
あ

っ
て
も
文
底
は
な
い

三
、
四
月
二
十
八
日
に
は
法
華
経
身
読

（法
難
等
）
が
な

い

四
、
四
月
二
十
八
日
に
は
、
宗
旨
の
三
箇
の
片
鱗
も
な
い
。

つ
ま
り
、
題
目
も
佐
前
の
題
目
で
如
是
我
聞
の
う
え
の
釈

尊
の
題
目
。
そ
の
上
、
戒
壇
も
も
ち
ろ
ん
な
ら
、
三
秘
の
中

心
の
本
尊
も
ま
だ
無
い
の
だ
か
ら
、
宗
旨
の
三
箇
は
端
か
ら

存
在
し
な
い
。
ま
た
受
持
の
師
弟

一
箇
す
べ
き
弟
子
、
信
者

も
ま
だ
当
然
な
が
ら

一
人
と
し
て
現
わ
れ
て
い
な
い
。

五
、
四
月
二
十
八
日
に
は
真
言

。
天
台
の
批
判
が
控
え
ら

れ
て
い
る
。

以
上
、
五
つ
の
理
由
か
ら
四
月
二
十
八
日
を
、
到
底

『宗

旨
建
立
日
』
と
は
言
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
九
十
二
頁
の

『結
』
と
い
う
所
で
は
、

「建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
は

『宗
旨
』
で
は
な
く
法
華

経
の
行
者
の
誕
生
、
出
発
と
い
う
重
要
な
日
。

一
切
衆
生
成
仏
の

『法
華
最
第

一
』
に
た
ど
り
つ
き
、

『法
華
最
第

一
』
の
内
容
を
実
行
し
詮
じ
詰
め
て
行
く

『宗

教
』
の
山
据
野
を
登
り
だ
し
た
立
教
開
宗
の
日
。



そ
れ
で
は

『宗
旨
』
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ヨ
奮
日
建
立
』

さ
れ
た
日
は
い
つ
な
の
か
改
め
て
問
わ
れ
れ
ば
、
私
は

『宗

旨
』
と
は
、
昔
し
か
ら
通
説
と
さ
れ
て
い
る
、
戒
壇
本
尊
が

建
立
さ
れ
た
と
い
う
弘
安
二
年
十
月
十
二
日
と
い
う
風
に
表

現
さ
れ
、
限
定
さ
れ
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
答

ンえ
る
。

弘
安
二
年
に
起
き
た
、
熱
原
法
難
を
機
縁
と
し
て
示
さ
れ

た
本
尊
自
体
を
宗
旨
と
い
う
の
で
は
な
く
、
顕
わ
さ
れ
る
基

に
な

っ
た
法
を

『主
旨
』
と
い
う
。

形
や
年
月
日
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
時
、
空
を
超

え
て

一
切
衆
生
に
共
通

・
共
有
さ
れ
る
、
元
々
か
ら
あ

っ
た

『法
』
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を

『久
遠
元
初
の
法
』
と
い
う
。

釈
尊
在
世
、
正
法
時
代
、
像
法
時
代
は
、
釈
尊
が
根
本
と

考
え
ら
れ
、
仏
法
は
釈
尊
の
創
造
物
、
所
有
物
、
占
有
物
の

様
に
信
じ
ら
れ
、
戦
争
時
代
の
天
皇
現
人
神
、
朕
が
国
家
な

り
の
様
に
、
釈
尊
自
体
が
仏
法
の
様
に
拝
さ
れ
て
来
た
け
れ

ど
も
、
真
実
の
仏
法
は
そ
う
で
は
な
く
、
仏
の
法
で
は
な
く
、

仏
が
悟

っ
た
法
で
あ
り
、　
一
切
衆
生
全
て
の
法
、　
一
切
衆
生

す
べ
て
が
当
事
者
の
法
で
あ
り
、
釈
尊
個
人
の
も
の
で
な
く
、

一
切
衆
生
自
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
が
、
久
遠

元
初
の
法
な
の
で
あ
る
。
『宗
旨
』
＝

『久
遠
元
初
の
法
』

で
な
け
れ
ば

一
切
衆
生
成
仏
は
成
立
し
な
い
。

『宗
教
』
と

『宗
旨
』
、
こ
の
た
て
わ
け
を
整
理
し
明
確

に
し
な
け
れ
ば
、
何
を
信
じ
、
何
を
行
体
と
し
、
何
の
為
に

信
心
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
要
で
あ
る
成
仏
を
失

っ
て
し
ま

う
。建

長
五
年
四
月
二
十
八
日
を
分
別
な
く

『宗
旨
建
立
』
と

言
う
者
、
何
故
そ
こ
に

『宗
旨
』
が
あ
る
と
い
え
る
の
か
、

今
度
は
私
か
ら
の
質
問
に
答
え
て
頂
き
た
い
。
」

以
上
、
大
変
長
い
引
用
と
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
に
は
ど

う
か
お
許
し
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
本
当
に
そ
う
い
う
こ
と
を
言

っ
て
い
る
人
が
い

る
の
か
、
お
疑
い
の
方
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
あ

え
て
こ
の
よ
う
な
形
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

広
田
氏
の
主
張
は
、

「宗
旨
」
と
は
三
大
秘
法
の
こ
と
だ

か
ら
、
そ
の
三
大
秘
法
、
な
か
で
も
中
心
根
本
の
御
本
尊
も

ま
だ
顕
わ
さ
れ
て
も
い
な
い
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
を
、

ど
う
し
て
宗
旨
建
立
と
言
え
る
の
か
。
題
目
を
唱
え
ら
れ
て

は
い
る
が
、
こ
れ
は
佐
前
の
題
日
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
釈
尊

の
法
華
経
の
領
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
改
め

０
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て
宗
旨
建
立
と
は
い
つ
か
と
言
え
ば
、
熱
原
の
法
難
を
契
機

と
し
て
顕
わ
さ
れ
た
戒
壇
の
御
本
尊
の
、
い
わ
ゆ
る
、
楠
の

板
に
彫
刻
さ
れ
て
顕
わ
さ
れ
た
物
体
そ
れ
自
身
で
は
な
く
、

そ
の
本
尊
を
顕
わ
さ
れ
る
基
に
な
っ
た
法
、
す
な
わ
ち
久
遠

元
初
の
法
を
宗
旨
と
云
う
べ
き
で
あ
る
、
と
言

っ
て
い
る
の

で
す
。

こ
の
文
章
を
見
て
、
あ
れ
、
こ
れ
は
ど
こ
か
で
見
た
こ
と

が
あ
る
な
と
、
ふ
と
考
え
て
み
た
と
こ
ろ
、
何
と
、
あ
の
池

田
氏
の
主
張
と
全
く
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
お
二
人
が

気
脈
を
通
じ
て
お
ら
れ
て
、
そ
れ
で
よ
く
ご
相
談
を
さ
れ
た

上
で
、
楠
に
彫
刻
さ
れ
た
板
御
本
尊
を
た
だ
の
物
だ
と

一
緒

に
否
定
し
て
、
久
遠
元
初
の
法
を
根
本
と
し
よ
う
と
、
合
意

に
い
た
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
破
門

。
追
放
さ

れ
た
者
が
全
く
同

一
の
考
え
に
至
る
と
は
、
ま
こ
と
に
厳
し

い
仏
法
の
因
果
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
思
い
が
致
し
ま
す
。

し
か
も
、

「形
や
年
月
日
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、

時
空
を
超
え
て
、　
一
切
衆
生
に
共
通
共
有
さ
れ
る
、
元
々
か

ら
あ

っ
た
法
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
久
遠
元
初
の
法
と

い
う
」
と
、
広
田
氏
も
池
田
大
作
氏
も
同
じ
表
現
を
用
い
て

い
ま
す
。

広
田
氏
は
蛇
喝
の
よ
う
に
嫌
っ
て
い
た
池
田
氏
の
弟
子
に
、

い
つ
お
な
り
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

仏
法
と
い
え
ど
も
、
釈
尊
の
占
有
物
で
は
な
い
と
か
、
創

造
物
で
は
な
い
な
ど
と
、
他
宗
の
学
者
に
聞
か
せ
た
ら
、
き
っ

と
プ

ツ
と
噴
き
出
し
た
り
、
腹
を
抱
え
て
大
笑
い
す
る
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

誰
も
そ
ん
な
こ
と
言

っ
て
な
い
で
し
ょ
う
？

仏
は
最
初
か
ら
、
衆
生
は

一
人

一
人
の
命
の
中
に
あ
る
仏

界
と
い
う
無
上
の
宝
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い

で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
不
幸
に
あ
え
ぎ
苦
し
み
、
し
か
も
そ

こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
悲
し
み
の
連
鎖
の
中
に
い
る
。
だ
か

ら
、
そ
れ
を
気
づ
か
せ
て
救
う
べ
く
、
い
ろ
い
ろ
な
教
え
を

説
か
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

そ
れ
を
駄
々
っ
児
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
俺
が
発
見
し
た
も

の
だ
。
俺
が
悟
り
出
し
た
も
の
だ
か
ら
、
仏
法
は
全
部
私
に

所
有
権
が
あ
る
、
な
ど
と
言
わ
れ
る
は
ず
が
な
い
で
し
ょ
う
？

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
敢
え
て
主
張
さ
れ
る
広
田
氏
や
池
田

氏
は
、
ど
の
よ
う
な
た
く
ら
み
を
抱
い
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ

う
。た

だ
し
、
仏
法
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
釈
尊
を
離
れ
て

は

一
言
も
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
も
、
ご
自
身
が
、
脱
益

（だ

っ
ち
ゃ
く
）
と
い
う
、

０
´

つ

´



久
遠
に
下
種
を
受
け
ら
れ
て
、
そ
れ
よ
り
ず

っ
と
修
行
を
重

ね
て
こ
ら
れ
た
方
々
の
化
導
の
終
点
、
総
仕
上
げ
を
さ
れ
る

お
役
目
の
仏
と
し
て
、
こ
の
人
々
を
等
覚
妙
覚
の
仏
の
位
に

至
ら
し
め
ら
れ
て
、
よ
う
や
く
こ
の
化
導
を
終
え
ら
れ
る
に

当
た
っ
て
は
、
居
並
ぶ
お
弟
子
達
を
全
部
押
し
分
け
て
、
下

方
の
大
地
よ
り
地
涌
六
万
の
大
菩
薩
を
召
し
出
し
、
た
だ
、

そ
の
上
首
唱
導
の
師
た
る
上
行
菩
薩
に
、
仏
法
の

一
切
、
な

か
ん
ず
く
三
大
秘
法
を
四
句
の
要
法
に
結
ん
で
御
付
嘱
に
な

ら
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
を

『総
勘
文
抄
』
（御
書

。
一
四

一
九
頁
）
に
は
、

「正
直
の
妙
法
蓮
華
経
の
五
智
の
如
来
の
種
子
の
理
を
説

き
顕
は
し
て
、
そ
の
中
に
四
十
二
年
の
方
便
の
詩
経
を
丸

（ま
ろ
）
か
し
納

（い
）
れ
て

一
仏
乗
と
丸

（が
ん
）
し
、

人

一
の
法
と
名
づ
く
。　
一
人
の
上
の
法
な
り
。
他
人
の
い

ろ
え
ざ
る
正
し
き
文
書
を
造
る
。
た
し
か
な
る
御
判
の
印

あ
り
」

と
申
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
ま
ず
釈
尊
よ
り
上
行
菩
薩

へ
、
仏
法
の
す
べ
て

は
も
と
よ
り
、
最
も
大
事
な
三
大
秘
法
を
厳
格
な
法
式
を
も
っ

て
お
譲
り
に
な
り
、
他
の
誰
も
が
追
随
を
許
さ
な
い
、
日
を

差
し
は
さ
め
な
い
、
手
を
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
、
ど
う
の

こ
う
の
と
評
価
す
ら
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
た
だ

上
行
菩
薩
御

一
人
に
限
っ
て

一
切
の
権
能
が
具
わ
っ
て
い
る

こ
と
を
証
明
す
る
、
明
々
白
々
な
譲
り
状
が
、
教
主
釈
尊
に

よ
っ
て
、
あ
の
壮
大
な
虚
空
会
の
み
ぎ
り
に
、
大
衆
の
中
で

示
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
上
行
菩
薩
の
再
誕

。
お
生
ま
れ
変
わ
り
は
日
蓮
大
聖

人
様
で
す
。

こ
れ
は
、
末
法
の
初
め
百
七
十

一
年
日
に
、
大
乗
種
姓
の

国
の
日
本
国
に
御
誕
生
に
な
り
、
権
実
雑
乱

。
正
邪
不
明
の

世
に
題
目
を
広
め
ら
れ
て
、
法
華
経
の
行
者
の
受
け
る
で
あ

ろ
う
と
仏
の
予
告
さ
れ
て
い
た
法
難
の
数
々
を
、
全
部
自
身

が
事
実
の
上
に
体
験
さ
れ
、
し
か
も
衆
生
を
あ
わ
れ
む
慈
悲

の
上
か
ら
こ
れ
を
お
忍
び
あ
そ
ば
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、
こ

れ
に
は
異
論
が
出
よ
う
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ゆ
え
に
、

「人

一
の
法
、　
一
人
の
上
の
法
な
り
」
と
示
し

て
あ
る
よ
う
に
、
日
蓮
大
聖
人
を
離
れ
て
三
大
秘
法
は
無
い

し
、
御
本
尊
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
明
ら
か
な
道
理
を
無
視
し
て
、
こ
の
池
田

。
広
田
の

両
氏
は

「久
遠
元
初
の
法
は
も
っ
と
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
と
さ
ら
日
蓮
大
聖
人
で
な
く
て
も
本
尊
図
顕
は
可

能
で
あ

っ
た
」
、

「た
ま
た
ま
日
蓮
だ

っ
た
」
、
な
ど
と
言

っ
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て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
は
、
無
知
な
日
蓮
正
宗
の
僧
俗
が
、
久

遠
元
初
の
法
を
普
遍
的
な
真
理
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
物
と

し
て
表
現
さ
れ
た
板
曼
陀
羅
本
尊
に
執
す
る
ゆ
え
に
、
こ
れ

が
、
法
主
絶
対
論
と
い
う
邪
義
が
生
ま
れ
る
温
床
と
も
な

っ

て
い
る
、
と
言
い
掛
か
り
を
つ
け
て
い
る
の
で
す
。

な
る
ほ
ど
、
大
聖
人
は

「日
蓮

一
期
の
弘
法
、
自
蓮
阿
閣

梨
日
興
に
之
を
付
嘱
す
…
」
あ
る
い
は
、

「釈
尊
五
十
年
の

説
法
、
自
蓮
阿
閣
梨
日
興
に
相
承
す
」
と
、
あ
ま
た
の
お
弟

子
の
中
か
ら
日
興
上
人
お

一
人
を
お
選
び
に
な
ら
れ
、
仏
法

の
す
べ
て
と
三
大
秘
法
、
な
か
で
も
そ
の
随

一
た
る
本
門
戒

壇
の
大
御
本
尊
を
お
譲
り
に
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

「唯

授

一
人

（ゆ
い
じ
ゅ
い
ち
に
ん
と

と
い
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
日
興
上
人
も
、

「日
興
が
身
に
宛
て
て
た

ま
わ
る
と
こ
ろ
の
弘
安
二
年
の
大
御
本
尊
は
日
目
に
こ
れ
を

相
伝
す
」
と
、
日
目
上
人
に
御
付
嘱
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ

が
今
日
ま
で

一
糸
乱
れ
ず
、
代
々
の
御
法
主

へ
の

一
人
か
ら

一
人
へ
と
と
い
う
方
式
が
連
綿
と
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

こ
れ
す
な
わ
ち
仏
法
そ
の
も
の
が
も
と
も
と

『総
勘
文
抄
』

に
も
御
教
示
通
り
、

「人

一
の
法
」
、　
二

人
が
上
の
法
」
な

る
が
故
な
の
で
す
。
法
界
広
し
と
い
え
ど
も
、　
一
仏
の
境
界

な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
今
、
御
本
尊
を
は
じ
め
、
仏
法
の

一

切
は
御
法
主
上
人
の
掌
中
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
過

言
で
は
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
彼
ら
に
と
っ
て
目
の
上
の
た
ん
こ
ぶ

で
、
邪
魔
で
し
ょ
う
が
な
い
。
そ
れ
で
、
何
と
か
御
法
主
か

ら
奪
い
取
ろ
う
と
し
て
、　
三

閻
浮
提
総
与
の
御
本
尊
と
い

う
お
名
前
の
と
お
り
、
我
々
全
世
界
の
民
衆
に
お
与
え
に
な
っ

た
も
の
だ
か
ら
、
法
主
の
占
有
物
で
は
な
い
。
我
々
民
衆
の

手
に
取
り
戻
そ
う
で
は
な
い
か
」
と
か
、

「我
々
の
目
に
見

え
る
形
で
顕
わ
さ
れ
た
本
尊
よ
り
、
久
遠
元
初
の
法
が
大
事

で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。
厳
し
く
指
弾
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

次
に

「佐
前
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
も
誤
解
を
と
い
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「佐
前
」
と
言
う
言
葉
は
、
大
聖
人
様
が
佐
渡
に
流
刑
に

な
ら
れ
る
以
前
の
…
…
、
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の

「佐
前
」
は
、
コ
一沢
抄
』
と
い
う
御
書
の
、

「又
法
門
の
事
は
、
さ
ど
の
国
へ
な
が
さ
れ
候
ひ
し
已
前

の
法
門
は
た
だ
仏
の
爾
前
の
経
と
を
ば
し
め
せ
」

（御
書

・

一
二
〇
四
頁
）
の
文
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

広
田
氏
の
犯
し
た
第

一
の
過
ち
は
、
こ
の
御
文
で
も
っ
て
、



佐
渡
以
前
の
大
聖
人
の
御
行
動
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
釈
尊
に

お
け
る
法
華
経
以
前
の
方
便
の
教
え
と
同

一
の
も
の
で
あ
り
、

下
種
の
御
本
仏
で
あ
る
大
聖
人
に
と
っ
て
、
釈
尊
が
法
華
経

に
予
言
さ
れ
た
法
難
の

一
つ

一
つ
を
、
実
際
わ
が
身
の
上
で

お
受
け
に
な
ら
れ
た
以
外
、
さ
ほ
ど
重
要
で
な
い
と
、
佐
渡

以
前
の
お
振
る
舞
い
が
何
で
あ

っ
た
の
か
、
も
う

一
歩
深
く

考
え
る
こ
と
も
な
く
、
バ
ッ
サ
リ
と
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

皆
さ
ん
は
、
勤
行
の
二
座
の
大
聖
人
様
の
御
観
念
文
の
時
、

「南
無
本
因
妙
の
教
主
…
…
」
と
お
読
み
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

こ
れ
は
実
は

「語
略

（ご
り
ゃ
く
ご

と
申
し
ま
し
て
、

詳
し
く
は
、

「南
無

。
本
因
妙
の
教
主
釈
尊
で
あ
る
日
蓮
大

聖
人
」
と
お
読
み
し
た
て
ま
つ
る
の
で
す
。

ゆ
え
に
日
寛
上
人
は

『当
体
義
抄
文
段
』
に
、

「も
し
本
因
妙
の
教
主
釈
尊
の
化
導
に
約
せ
ば
、
今
は
末

法
に
あ
ら
ず
。
か
え
っ
て
こ
れ
過
去
な
り
。
過
去
と
は
久

遠
元
初
な
り
。
ゆ
え
に
行
証
あ
り
。
こ
れ
当
流
の
秘
事
な

り
。
日
外
す
べ
か
ら
ず
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
本
因
妙
の

教
主
釈
尊
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
末
法
下
種
の
主
節
親
、

蓮
祖
大
聖
人
の
御
事
な
り
」

（日
寛
上
人
御
書
文
段
六

一

二
頁
）

と
、
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
本
因
妙
の
教
主
釈
尊
で
あ
る
日
蓮
大
聖

人
が
真
身
の
成
道
を
遂
げ
ら
れ
、
末
法
久
遠
の
本
仏
と
し
て

顕
れ
出
ら
れ
た
の
は
、
い
つ
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
何
度
も
お
聞
き
の
通
り
、
あ
の
龍
の
回
の
御
法
難

の
時
で
す
。
故
に
日
寛
上
人
は

（取
要
抄
文
段

・
五
四
二
頁
）

”に
、

「文
永
八
年
九
月
十
二
日
子
丑
の
刻
、
龍
口
御
難
の
時
、

名
字
凡
身
の
当
体
即
久
遠
元
初
の
自
受
用
身
と
顕
れ
た
ま

え
り
。
詳
細
は
、
開
目
抄
愚
記
の
如
し
」

と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

さ
て
、
こ
れ
か
ら
が
問
題
で
す
が
、
で
は
こ
の
成
道
の
た

め
に
、
大
聖
人
は
ど
の
よ
う
な
修
行
を
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
？日

寛
上
人
は

『当
体
義
抄
文
段
』

（文
段

。
六
三
四
頁
）

レ」
、

「答
う
、
こ
れ
種
家
の
本
因
妙
の
修
行
に
よ
る
な
り
」

と
、

「下
種
が
家
の
本
因
妙
の
修
行
」
に
よ

っ
て
成
道
を
遂

げ
ら
れ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
私
た
ち
に
と
っ
て
は
至
極
当
然
の
こ

と
で
す
け
れ
ど
、
彼
ら
に
と

っ
て
は
さ
ぞ
か
し
惑
耳
驚
心
の



こ
と
で
し
よ
う
。

種
家
の
本
因
妙
の
修
行
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と

言
い
ま
す
と
、
ま
ず

『撰
時
抄
上
愚
記
』
に
は
、

「本
因
妙
の
文
に
云
は
く

『我
本
行
菩
薩
道
、
所
成
寿
命
』

云
々
。
『我
』
と
は
釈
迦
如
来
な
り
。
『本
』
と
は
五
百
塵

点
劫
の
当
初

（そ
の
か
み
）
、
凡
夫
の
御
時
な
り
。
『行
』

と
は
本
時
の
行
妙
な
り
。
星
口薩
』
と
は
是
れ
因
人
、
復

位
妙
を
顕
す
な
り
。
慧
命
は
即
ち
本
時
の
智
妙
な
り
。
智

に
は
必
ず
境
あ
り
。
即
ち
境
妙
な
り
。
六
重
本
述
の
第
二

の
理
本
、
之
を
思
い
合
わ
す
べ
し
」

（御
書
文
段
三
四

一

頁
）

法
華
経
に
本
因
妙
の
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
の
は
、
法

華
経
の
中
で
も
寿
量
品
の

「我
本
行
菩
薩
道
所
成
寿
命
」
の
、

わ
ず
か
十
字
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

本
因
妙
は
、
境
妙

・
智
妙

・
行
妙

・
位
妙
の
四
妙
を
合
わ

せ
て
、　
一
つ
の
本
因
妙
と
い
い
ま
す
。
本
因
妙
に
は
か
な
ら

ず
こ
の
四
つ
の
こ
と
が
具
わ

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り

「本
」
と
は
五
百
塵
点
劫
の
当
初

（そ
の
か
み
）

と
い
う
こ
と
で
、
久
遠
元
初

（く
お
ん
が
ん
じ
よ
）
の
こ
と

で
す
。

「我
」
と
は
釈
迦
如
来
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

イ
ン
ド
の
お
釈
迦
様
の
こ
と
で
は
な
く
、
久
遠
元
初
の
釈
迦

如
来
と
い
え
ば
、
名
字
凡
身
の
日
蓮
大
聖
人
様
の
こ
と
な
の

で
す
。

ゆ
え
に
、
『報
恩
抄
文
段

。
四
六
七
頁
）
に
は
、
「釈
尊
五

百
塵
点
劫
の
当
初
、
凡
夫
の
御
時
、
無
教
の
時
、
即
ち
内
薫

自
悟

。
一
迷
先
達

。
以
教
余
迷
の
教
主
釈
尊
は
、
す
な
わ
ち

こ
れ
本
門
寿
量
の
文
底
、
久
遠
元
初
の
自
受
用
報
身
、
名
字

凡
夫
の
当
体
、
本
因
妙
の
教
主
釈
尊
な
り
」
と
仰
せ
に
な

っ

て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
本
因
妙
の
四
妙
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ

の
経
文
に
は
、
菩
薩
の
時
と
い
う
位
妙
、
菩
薩
道
を
行
じ
た

と
い
う
行
妙
、
寿
命
と
い
う
智
妙
の
三
つ
ま
で
し
か
な
い
の

で
す
。

と
こ
ろ
が
こ
の
天
台
大
師
の
文
を
補
釈
し
た
妙
楽
大
師
は

『釈
鎖
』
と
い
う
書
の
中
で
、
ヨ

句
の
下
は
本
因
の
四
義
に

結
す
」
と
、
確
か
に
四
妙
を
明
か
し
て
、
こ
れ
を
本
因
妙
と

さ
れ
て
い
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は

「能
照

（の
う
し
ょ
う
と

と
い
っ
て
、
対
象
を

照
ら
す
智
慧
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
こ
に
は

照
ら
さ
れ
る
境
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
い
わ
ず
も
が
な
、

と
い
う
こ
と
で
、
結
論
と
し
て
四
妙
が
明
か
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。



ま
た
文
字
と
し
て
は
秘
し
て
明
か
さ
れ
て
な
い
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
末
法
出
現
の
御
本
仏
に
よ
っ
て
、
初
め
て
明
ら
か

に
さ
れ
る
、
と
い
う
意
義
を
含
ん
で
い
る
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
境
妙

（き
ょ
う
み
よ
う
）
と
は
何
ぞ
や
、

と
い
う
に
、
日
寛
上
人
は

「下
種
六
重
本
述
の
第
二

・
理
本
」

を
思
い
合
わ
せ
な
さ
い
、
と
御
指
南
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
よ
い
よ
、
大
聖
人
様
が
建
長
五
年
の
宗
旨
建
立
よ
り
龍

の
回
ま
で
の
本
因
妙
の
御
修
行
の
間
、
境
妙
御
本
尊
と
さ
れ

た
も
の
が
何
で
あ

っ
た
か
明
ら
か
に
い
た
し
ま
す
。

そ
の
前
提
に
、
日
寛
上
人
が
仰
せ
に
な
っ
た
六
重
本
述
と

は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
は

『百
六
箇
抄

（ひ
ゃ
く
ろ
っ

か
し
ょ
う
こ

と
い
う
所
に
載

っ
て
い
る
相
伝
の
法
門
で
す
。

そ
の
第

一
は
理
事
本
述

（り
じ
ほ
ん
じ
ゃ
く
）
、
二
に
は

理
教
本
述
、
三
に
は
教
行
本
述
、
四
に
は
体
用
本
述
、
五
に

は
実
権
本
述
、
六
に
は
己
今
本
述
の
六
つ
で
す
が
、
こ
の
中

に
、
理
事
、
理
教
、
教
行
の
三
つ
を
本
因
妙
、
体
用
、
実
権

は
本
果
妙
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、
六
番
目
の
已
今

は
お
経
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

そ
の
第

一
の
理
事
本
述
と
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
ま
だ
凡
夫

で
あ
ら
せ
ら
れ
た
時
、
す
で
に
そ
の
己
心
に
理
事
の
二
法
を

具
え
て
お
い
で
で
す
。
そ
の
己
心
に
具
え
て
お
い
で
の
理
を

本
と
し
、
や
は
り
そ
の
己
心
に
具
え
て
お
い
で
の
事

（じ
）

を
述
と
し
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を
理
事
本
述
と
云
う
の
で
す
。

こ
の
お
心
に
具
え
て
お
い
で
の
本
述
に
お
気
づ
き
に
な
っ

て
い
な
い
間
を

「理
即

（り
そ
く
ご

と
申
し
上
げ
ま
す
。

次
い
で
第
二
の
理
数
本
述
と
は
、
そ
の
大
聖
人
の
お
心
に

具
え
た
も
う
所
の
理
事
の
二
法
を
た
ば
ね
て
理
本
と
な
づ
け
、

そ
の
理
を
教
え
に
説
き
顕
す
の
を
教
述
と
い
い
ま
す
。

第
二
の
教
行
本
述
と
は
、
先
の
理
教
本
述
を
束
ね
て
教
本

と
し
、
こ
の
教
え
に
よ
っ
て
修
行
を
な
さ
れ
る
の
を
行
述
と

い
い
ま
す
。

以
上
が

「本
因
妙
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
中
の
、
理
と
か
事
と
か
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
が
、

妙
楽
大
師
は
釈
義
の
中
で

「理
事
と
い
う
は
、
た
だ
こ
れ
真

俗
」
と
釈
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
蓮
大
聖
人
の
己
心
が

妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
こ
と
が
真
諦
の
理
本
、
地
球
上
の
三
千

の
諸
法
、
い
わ
ゆ
る
万
法
も
、
広
し
と
い
え
ど
も
、
日
蓮
大

聖
人
の
己
心
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
俗
諦

（ぞ
く

た
い
）
の
事
述

（じ
し
ゃ
く
）
と
い
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
ま
だ
お
気
づ
き
で
な
い
時
を
、

「凡
夫

（ぼ

ん
ぶ
）
に
て
お
わ
せ
し
時
」
、
と
申
し
上
げ
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
、
ま
だ
こ
の
世
の
中
に
教
え
が
存
在
し
な
い



時
に
、
色
々
ご
苦
労
さ
れ
た
結
果
、
ま
さ
に
こ
の
二
つ
が
、

わ
が

一
念
に
存
す
る
こ
と
を
見
出
さ
れ
る

一
瞬
と
い
う
も
の

が
お
と
ず
れ
る
の
で
す
。

そ
れ
が
、　
一
番
最
初
に
拝
読
い
た
し
ま
し
た

『当
体
義
抄
』

の
、

「至
理
は
名
無
し
。
聖
人
、
理
を
感
じ
て
万
物
に
名
を

付
く
る
時
、
因
果
倶
時

・
不
思
議
の

一
法
こ
れ
有
り
。
こ
れ

を
名
づ
け
て
妙
法
蓮
華
と
な
す
。
こ
の
妙
法
蓮
華
の

一
法
に

十
界
三
千
の
諸
法
を
具
足
し
て
欠
減
な
し
」
の
御
文
な
の
で

す
。こ

の
中
で

「聖
人
」
と
、
誰
か
大
聖
人
以
外
の
人
で
あ
る

か
の
よ
う
な
記
述
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
こ
そ
、
大
聖

人
の
御
謙
遜
の
お
言
葉
な
の
で
す
。
も
し
、
「私
が
」
と
や
っ

た
ら
、
な
ん
と
生
意
気
な
坊
さ
ん
な
ん
だ
。
夜
郎
自
大
も
は

な
は
だ
し
い
と
反
発
が
起
こ
っ
て
く
る
の
は
目
に
見
え
て
ま

す
。
そ
こ
で

「聖
人
」
と
お
書
き
に
な
ら
れ
た
の
で
す
。

ま
だ
、
世
の
中
が
久
遠
元
初
の
よ
う
に
、
教
え
も
無
く
、

人
々
が
迷
い
の
中
に
あ
る
時
、
大
聖
人
が
宇
宙
法
界
の
姿
を

ご
覧
に
な
っ
て
、
三
世
十
方
を
つ
ら
ぬ
く
大
真
理
を
見
出
さ

れ
る
の
で
す
。

そ
れ
は
因
果
が
同
時
の
不
思
議
な

一
念
の
心
法
な
ん
で
す

ね
。

因
果
が
同
時
と
い
え
ば
、
花
が
開
い
た
途
端
、
そ
の
中
に

す
で
に
果
実
が
見
え
る
蓮
華
と
全
く
同
じ
で
す
。

一
法
と
い
う
の
は
大
聖
人
の

一
瞬
の
心
を
さ
し
て
、
し
か

云
う
の
で
す
が
、
こ
れ
が
誠
に
不
思
議
。
不
思
議
と
は

「言

語
道
断

（ご
ん
ご
ど
う
だ
ん
）

・
心
行
所
滅

（し
ん
ぎ
ょ
う

し
ょ
め
つ
）
と
申
し
ま
し
て
、
言
語
の
道
絶
え
て
言
説
す
べ

か
ら
ず
。
言
葉
を
ど
ん
な
に
た
く
み
に
使

っ
て
も
言
い
切
れ

な
い
。
あ
る
い
は
心
の
働
き
の
滅
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
思

念
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
分
の
知
識
や
経
験
、
あ
る
い

は
想
像
の
及
ば
な
い
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
私
た
ち
凡
夫

の
浅
ま
し
い
心
で
は
簡
単
に
判
断
し
か
ね
る
ほ
ど
尊
い
も
の
、

と
云
う
意
味
で
、　
一
言
で
は

「妙
の

一
字
」
に
置
き
換
え
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

そ
れ
で

「大
聖
人
の

一
念
の
心
」
が

「因
果
倶
時

（蓮
華
）

の
不
思
議
の

一
法

（妙
法
ご

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「妙
法
蓮

華
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
す
。

こ
れ
が
、
真
諦
の
理
本
で
す
。

し
か
も
、
大
聖
人
の

一
念
の
心
法
と
い
う
妙
法
蓮
華
経
に

「十
界
三
千
の
諸
法
を
具
足
し
て
欠
減
な
し
」
十
界
三
千
の

諸
法
と
は
、
こ
の
地
球
上
の
私
た
ち
の
見
聞
し
う
る
限
り
の

す
べ
て
の
事
柄
で
す
。
こ
れ
は
、
先
は
ど
の
理
事
本
述
の
中



に
は
俗
諦
の
事
述
で
す
。

こ
れ
が
大
聖
人
の
心
法
妙
法
蓮
華
経
に
具
わ

っ
て
い
る
と

い
う
の
は
、
真
諦
俗
諦

。
理
事
の
本
述
が
二
つ
な
が
ら
に
し

て

一
つ
に
東
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
ま
す
。

そ
れ
が
第
二
の
理
教
本
述
の
理
本
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

そ
う
で
す
。
先
ほ
ど
の
日
寛
上
人
の
お
言
葉
の
な
か
の
、

「六
重
の
本
述
の
中
の
第
二
の
理
本
、
思
い
あ
わ
す
べ
し
」

と
指
摘
さ
れ
た
、
あ
の
理
本
で
す
。

で
す
か
ら
大
聖
人
様
は
次
の

『当
体
義
抄
』
の
御
文
に
、

「聖
人
こ
の
法
を
師
と
な
し
て
修
行
覚
道
し
た
ま

へ
ば
、
妙

因
妙
果
倶
時
に
感
得
し
給
ふ
」
と
、
仰
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

大
聖
人
の
御
修
行
と
は
何
で
し
た
っ
け
。
そ
う
、
種
家
の

本
因
妙
で
す
ね
。
そ
の
時
の

「境
妙
本
尊
」
が
こ
こ
に
示
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
い
つ
の
こ
と
で
す
か
っ
て
？
も
う

一
度
云
い
ま
す
。

あ
の
建
長
五
年
か
ら
文
永
八
年
の
龍
の
回
の
御
法
難
ま
で
の

こ
と
で
す
。
で
は
、
そ
の
大
聖
人
の
己
心
を
因
果
倶
時
不
思

議
の

一
法
な
り
と
さ
れ
、
そ
こ
に
宇
宙
の
万
法
が
具
わ
っ
て

い
る
と
、
修
行
の
本
尊
を
感
得
あ
そ
ば
さ
れ
た
時
は
、
本
当

に
あ

っ
た
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
『当
体
義
抄
』
の
中

で
の
、
は
る
か
大
昔
の
い
わ
ゆ
る
久
遠
元
初
で
の
出
来
事
で
、

そ
の
時
の
単
な
る
伝
説
な
ん
だ
ろ
う
か
。

い
え
い
え
、
た
だ
の
伝
説
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
。
ち
ゃ

ん
と
、
現
実
に
体
験
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ

『御
本
尊

七
箇
之
相
承
』
の
中
の

「明
星
直
見
の
本
尊
の
事
」
な
の
で

す
。

三

、
明
星
直
見
の
本
尊
の
事
如
何
。
師
の
曰
く
、
末
代

の
凡
夫
幼
稚
の
為
に
何
物
を
も
っ
て
本
尊
と
す
可
き
と
、

虚
空
蔵
菩
薩
に
御
祈
請
あ
り
し
時
、
古
僧
示
し
て
言
わ
く
、

汝
等
が
身
を
以
て
本
尊
と
為
す
可
し
、
明
星
の
池
を
見
給

へ
と
の
玉
え
ば
、
す
な
わ
ち
彼
の
池
を
見
る
に
不
思
議
な

り
、
日
蓮
が
影
今
の
大
曼
荼
羅
な
り
と
云
々
」

（日
蓮
正

宗
聖
典
三
七
九
頁
）

こ
の
御
文
の
意
味
は
、
日
蓮
大
聖
人
様
が
十
二
才
の
時
に

清
澄
寺
に
お
上
り
に
な
り
、
十
六
才
の
時
に
本
格
的
に
出
家

さ
れ
、
さ
ら
に
十
六
年
諸
国
を
ま
わ
ら
れ
る
な
ど
し
て
あ
ら

ゆ
る
学
文
を
修
め
ら
れ
、
つ
い
に
習
学
を
終
え
ら
れ
て
、
建

長
五
年
の
春
、
再
び
清
澄
寺
に
お
戻
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
寺
の
本
尊
で
あ
る
虚
空
蔵
菩
薩
に
、
末
代

の
我
ら
、
何
物
を
も
っ
て
本
尊
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
御
祈

念
あ
そ
ば
さ
れ
る
の
で
す
。

す
る
と
、
古
僧
、
永
く
修
行
の
年
輪
を
重
ね
た
僧
侶
が
大



聖
人
の
脳
裏
に
現
れ
て
、
日
蓮
大
聖
人
を
指
し
て
、

「汝
が

身
を
も
っ
て
本
尊
と
な
す
べ
し
」
と
お
告
げ
に
な
る
の
で
す
。

そ
こ
で
日
蓮
大
聖
人
は
、
日
蓮
の
本
当
の
姿
と
は
、
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
明
星
の
池
に
行

っ
て
、
我
が
姿

を
池
の
面
に
映
し
て
ご
覧
に
な
る
に
、
な
ん
と
そ
こ
に
は
、

私
た
ち
が
今
、
日
の
前
に
拝
し
て
い
る
御
本
尊
様
の
お
姿
が

浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
、
映
し
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で

す
。こ

の
御
本
尊
の
相
貌
は
、
大
聖
人
の

一
念
に
十
界
三
千
の

諸
法
が
具
わ

っ
て
い
る
お
姿
を
顕
し
た
も
の
で
す
。

こ
れ
こ
そ
、
本
因
妙
の
修
行
の
初
め
に
当
た
っ
て
、
大
聖

人
が
大
事
な
境
妙
本
尊
を
感
得
あ
そ
ば
さ
れ
た
瞬
間
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
日
寛
上
人
は
、

「末
法
今
時
は
全
く
是
れ
久
遠
元
初
な
り
。
運
、
末
法
に

居
す
と
い
え
ど
も
宗
は
久
遠
に
立
つ
。
久
遠
は
今
に
在
り
、

今
は
則
ち
久
遠
な
り
。
」
（当
流
行
事
抄

。
一
九
九
頁
）

と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
御
誕
生

に
な

っ
た
末
法
は
、
完
全
に
仏
法
の
原
始
の
時
の
久
遠
元
初

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
運
…
…
、
時
の
回
り
合
わ
せ
か
ら

す
れ
ば
末
法
と
い
う
時
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
け
れ
ど
、
実
の

所
は
、
宗
は
久
遠
に
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
久
遠
と
い
う
の
が
今
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
今
は
あ
の

久
遠
元
初
そ
の
も
の
の
再
現
な
の
で
す
、
と
い
う
意
味
に
な

り
ま
す
。

『当
体
義
抄
』
の
あ
の
御
文
は
、
明
星
が
池
の
御
本
尊
感

得
と
全
く
同

一
の
も
の
、
否
、
大
聖
人
の
こ
の
明
星
が
池
で

の
本
尊
感
得
の
事
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
久
遠
元
初
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、
明
星
が
池

に
て
大
聖
人
が
直
見
さ
れ
た
と
言

っ
て
も
、
本
無
今
有

（ほ

ん
む
こ
ん
ぬ
）
の
失
が
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。
大
聖
人
は
何

物
も
対
象
と
し
な
い
で
お
題
目
を
お
唱
え
に
な

っ
た
よ
う
に

捉
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
己
心
の

一
念
三
千
の
妙
法

蓮
華
経
に
む
か
っ
て
唱
え
て
お
い
で
だ

っ
た
の
で
す
。
こ
れ

が
、
宗
祖
の
種
家
の
本
因
妙
な
の
で
す
。

た
だ
し
、
こ
の
時
感
得
あ
そ
ば
さ
れ
た
本
尊
に
は
、
南
無

の
二
字
は
ま
だ
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が

『当
体
義
抄
』

の
御
文
よ
り
推
測
さ
れ
ま
す
。

南
無
の
二
字
が
加
わ
る
の
は
、
「照
境
未
窮

（し
ょ
う
き
ょ

う
み
ぐ

・
境
を
照
ら
す
こ
と
未
だ
窮
ま
ら
ず
を
因
と
な
す
ご

と
い
う
、
建
長
五
年
か
ら
の
種
家
の
本
因
妙
の
修
行
を
経
て
、

「尽
源
為
果

（じ
ん
げ
ん
い
か

。
源
を
尽
く
す
を
果
と
為
す
ご

と
い
う
、
こ
の
修
行
を
つ
い
に
成
就
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
種



家
の
本
果
妙
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
龍
の
日
の
御
法
難
に
て
、

こ
の
本
尊
と
境
智
冥
合
あ
そ
ば
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
で
あ
り
ま

す
。大

聖
人
は

『御
講
聞
書
』

２

八
四
四
頁
）
に
、

「今
、
末
法
に
入
り
て
上
行
所
伝
の
本
法
の
南
無
妙
法
蓮

華
経
を
弘
め
奉
る
。
日
蓮
世
間
に
出
世
す
と
云
へ
ど
も
、
三

十
二
歳
ま
で
こ
の
題
目
を
唱
へ
出
だ
さ
ゞ
る
は
仏
法
不
現
前

な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
前
代
未
聞

・
未

見
の
大
白
法
出
現
の
瞬
間
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。そ

し
て
、
こ
の
最
初
、
大
聖
人
が
明
星
が
池
に
て
境
妙
本

尊
を
感
得
あ
そ
ば
さ
れ
た
瞬
間
に

「宗
旨
」
が
あ

っ
た
か
無

か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
ど
も
僧
侶
が
よ
く
使
う

「境

よ
く
智
を
発
し
、
智
ま
た
行
を
導
く
」
と
い
う
言
葉
が
示
す

と
お
り
、
境
と
い
う
本
尊
を
見
出
さ
れ
た
瞬
間
に
智
妙
が
導

か
れ
、
こ
の
智
妙
が
行
妙
を
、
そ
の
行
ず
る
と
こ
ろ
位
妙
が

具
わ
る
と
い
う
よ
う
に
本
因
の
四
義
が
成
就
し
て
い
く
の
で

す
。こ

の
よ
う
に
、
ま
さ
に
未
聞
未
見
未
行
の
法
な
れ
ば
こ
そ
、

二
月
二
十
八
日
よ
り

一
ヵ
月
の
間
、
説
く
べ
き
か
説
か
ざ
る

べ
き
か
と
の
、
思
案
の
日
々
を
お
過
し
に
な
ら
れ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
た
だ
法
華
経
が
最
第

一
で
あ
る
こ
と

を
見
出
し
て
、
そ
れ
を
言
い
出
す
か
ど
う
か
た
め
ら
わ
れ
た

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
す
で
に
天
台
大
師
が
言

い
尽
く
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
ま
さ
ら
、
大
聖
人
が
深

刻
な
顔
を
し
て
言
い
出
す
べ
き
か
ど
う
か
自
問
自
答
を
く
り

返
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
よ
う
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
天
台

大
師
に
対
し
て
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
激
し
い
葛
藤
の
末
、
つ
い
に
万
難
を
排
し
て
こ

れ
を
説
い
て
い
こ
う
と
決
断
さ
れ
、
四
月
二
十
八
日
を
お
む

か
え
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
が
、
二
月
二
十
八
日
が
己
心
に

一
念
三
千
の
妙
法
蓮
華
の
本
尊
を
感
得
さ
れ
た
瞬
間
で
あ

っ

た
の
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
聖
人
、
下
に
こ
う
む
ら
し
む
る

言
教
と
し
て
、
も
っ
て
余
迷
に
教
え
を
説
か
れ
た
最
初
だ

っ

た
の
で
す
。

こ
れ
が
六
重
本
述
の
第
二
、
理
教
本
述
の
教
述
と
い
う
の

で
す
。
だ
か
ら
、
二
月
と
四
月
に
宗
旨
建
立
が
あ
る
の
で
す
。

二
月
は
理
本
、
四
月
は
教
述
と
い
う
法
門
の
化
儀
な
の
で

す
。そ

し
て
、
六
重
本
述
の
第
二

・
教
行
本
述
の
御
法
門
通
り
、

理
本
と
教
述
を
束
ね
て
こ
れ
を
大
聖
人
の
教
え
と
し
て
、
こ
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れ
を
行
の
上
に
表
す
御
修
行
が
始
ま
る
の
で
す
。

全
部
本
因
妙
の
御
修
行
な
の
で
す
。
大
聖
人
の
折
伏
も
当

然
そ
う
な
の
で
す
。
大
聖
人
様
は

「日
蓮
は
不
軽
の
跡
を
承

継
す
」
と
お
お
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

不
軽
菩
薩
が
貴
賤
上
下
の
人
を
え
ら
ば
ず
、
常
に
礼
拝
し

て
あ
な
た
も
菩
薩
道
を
行
ず
れ
ば
、
か
な
ら
ず
仏
に
な
れ
る

方
だ
か
ら
、
こ
う
し
て
軽
ん
ず
る
事
な
く
礼
拝
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
の
だ
と
唱
え
た
の
は
、
大
聖
人
の
南
無
妙
法
蓮
華
経

と
お
唱
え
に
な

っ
た
の
と
、
全
く
同
じ
意
味
だ
と
申
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

大
聖
人
は
ご
自
身
の

一
念
の
心
た
る
妙
法
蓮
華
に
、
地
球

上
の

一
切
の
衆
生
を
凝
縮
し
て
、
集
め
来
た
っ
て
、
こ
の
二
、

二
な
が
ら
に
し
て

一
つ
な
る
境
界
を
本
尊
と
し
て
こ
れ
に
題

目
を
唱
え
る
と
い
う
本
因
妙
の
修
行
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
具
体
的
に
や
れ
ば
、
ま
さ
に
不
軽
菩
薩
の
よ
う
に
、

貴
賤
上
下
、
老
若
男
女
を
え
ら
ば
ず
折
伏
を
行
ず
る
姿
な
の

で
す
。

す
る
と
、
怒

っ
て
迫
害
す
る
人
も
い
る
け
れ
ど
、
中
に
は

信
順
す
る
人
も
現
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
順
逆
二
縁
の
す
べ
て

の
人
々
の
仏
性
に
向
か
っ
て
題
目
を
唱
え
、
こ
の

一
音
に
て

仏
性
を
目
覚
め
さ
せ
ゆ
く
の
が
、
大
聖
人
の
折
伏
行
で
あ
り
、

同
時
に
本
因
妙
の
御
修
行
な
の
で
す
。

大
聖
人
は

『御
義
口
伝
』

（御
書

。
一
七
八

一
ペ
ー
ジ
）

レに
、

「第
二
十
　
我
本
行
菩
薩
道
の
文
礼
拝
住
処
の
事

御
義
口
伝
に
云

（の
た
ま
）
は
く
、
我
と
は
本
因
妙
の
時

を
指
す
な
り
。
本
行
菩
薩
道
の
文
は
不
軽
菩
薩
な
り
。
こ

れ
を
礼
拝
の
住
処
と
指
す
な
り
」

と
明
ら
か
に
、
本
因
妙
の
時
の
菩
薩
行
と
は
不
軽
菩
薩
の
折

伏
の
振
る
舞
い
で
あ
る
こ
と
を
御
指
南
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
時
、
邪
宗
の
僧
侶
や
尼
さ
ん
や
、
在
家
の
男
女
が
よ
っ

て
た
か
っ
て
不
軽
を
迫
害
し
ま
す
が
、
こ
れ
を
具
体
的
に
示

し
た
の
が
法
華
経
勧
持
品
の
二
十
行
の
掲
で
あ
り
、
こ
れ
が

ま
さ
に
大
聖
人
御

一
身
に
自
然
と
そ
な
わ
っ
て
い
か
れ
た
の

で
す
。

こ
れ
が
法
華
経
の
身
読

・
色
読
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
で

す
。そ

し
て
、
『御
義
□
伝
』
に
、
「不
軽
菩
薩
の
四
衆
を
礼
拝

す
れ
ば
上
慢
の
四
衆
所
具
の
仏
性
も
ま
た
不
軽
菩
薩
を
礼
拝

す
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
礼
拝
行
の
最
大
の
龍
の

口
に
て
仏
界
即
九
界
、
九
界
即
仏
界
、
十
界
互
具
し
て
百
界

千
如
、
事
の

一
念
三
千
の
振
る
舞
い
が
成
就
す
る
の
で
す
。
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こ
の
大
聖
人
の
お
振
る
舞
い
本
因
妙
を
私
た
ち
に
も
実
践

出
来
る
よ
う
に
仕
立
て
直
し
て
く
だ
さ
れ
た
の
が
三
大
秘
法

で
あ
り
、
佐
渡
以
降
の
御
化
導
な
の
で
す
。
こ
れ
が
大
事
な

の
で
す
。

で
す
か
ら
、
御
本
尊
様
に
勤
行
唱
題
す
る
と
と
も
に
、　
一

人
で
も
他
の
人
の
た
め
に
慈
悲
を
も
っ
て
折
伏
を
行
じ
て
い

く
こ
と
が
、
私
た
ち
の
尊
い
本
因
妙
の
修
行
な
の
で
す
。以

上

お
手
紙
を
拝
見
致
し
ま
し
た
。

一
、
芝
川
誌
に
掲
載
の
件

自
分
の
方
に
だ
け
引
用
し
て
、
破
折
し
て
お
き
な
が
ら
、

自
分
勝
手
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
気
な
く
手

に
し
た
芝
川
誌
に
広
田
氏
の
論
文
を
み
て
、
三
日
程
で
書
き

上
げ
た
、
信
者
向
け
の
法
話
の
内
容
で
す
の
で
、
今
回
は
見

合
わ
せ
て
下
さ
い
。

で
も
、
あ
な
た
の
論
文
の
内
容
を
見
て
、
人
は
こ
う
い
う

所
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
な
。
こ
う
い
う
所
で
つ
ま
ず
い
て
い

る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
良
く
分
か
り
ま
し
た
。

身
延
の

一
塔
両
尊
四
師
の
本
尊
さ
え
、
つ
ま
り
は
大
聖
人

様
の
佐

――――
の
御
行
動

・
御
修
行
が
な
ん
で
あ

っ
た
の
か
わ
か

ら
な
か
っ
た
か
ら
、
今
日
ま
で
迷
走
を
続
け
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

佐
前
は
本
因
妙
の
修
行
で
あ
り
、
こ
れ
を
本
地
の
自
行
と

い
い
、
こ
の
自
行
に
よ
っ
て
成
道
を
遂
げ
た
全
容
を

一
幅
本

尊
に
御
回
顧
さ
れ
る
こ
と
が
大
聖
人
の
御
化
導
の
根
幹
な
の

で
す
。

し
か
し
、
人
々
は
な
か
な
か
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
流
通

還
述
、
虚
空
会
の
儀
式
を
段
々
に
た
ど

っ
て
寿
量
品
に
た
ど

り
つ
き
、
そ
し
て
文
底
に
入
る
相
を
、
御
本
尊
図
顕
の
上
に

お
示
し
に
な
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
が
東
方
善
徳
如
来

（仏
）
十
方
分
身
諸
仏
の
文
字
が

消
え
る
瞬
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
の
流
通
と
い
う
、
竜
口
法
難
に
て
久
遠
元
初
自
受
用
報

身
如
来
と
な
ら
れ
た
大
聖
人
の
御
本
仏
の
本
当
の
お
姿
を
他

に
教
え
、
勧
め
る
べ
く

（教
他

。
勧
他
）
顕
わ
さ
れ
た
本
尊

こ
そ
、
大
聖
人
の
御
化
導
の
根
幹
な
の
で
す
。
（流
通
正
意
）

お
彼
岸
の
前
と
い
う
こ
と
も
あ
り
文
字
通
り
乱
筆
乱
文
と

な

っ
て
参
り
ま
し
た
が
、
あ
な
た
に
、
私
の
信
ず
る
所
を
少

し
で
も
理
解
し
て
欲
し
い
と
思
い
、
駄
文
を
つ
ら
ね
ま
し
た
。

で
き
れ
ば
、
お
ち
つ
い
た
ら
ま
と
め
て
書
い
て
、
正
し
い



大
石
寺
の
法
門
に
あ
な
た
が
立
ち
戻
ら
れ
る
様
、
ご
迷
惑
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
送
り
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。護

道

広
田
頼
道
様

以
上
が
岩
切
護
道
さ
ん
の
論
文

（法
話
？
）
と
、
手
紙
で

あ
り
ま
す
。

私
は
、

『建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
は
宗
旨
建
立
に
あ
ら
ず
』

の
中
に
お
い
て
、
日
蓮
正
宗
が
議
論
し
て
こ
な
か
っ
た

①
日
蓮
大
聖
人
は
産
ま
れ
る
前
か
ら
仏
な
の
か
。
産
ま
れ
て

か
ら
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
仏
に
な
っ
た
の
か
。

②
産
ま
れ
る
前
か
ら
と
す
れ
ば
、
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日

よ
り
の
法
華
経
身
読
は
、
本
来
必
要
の
無
い
も
の
で
、
衆

生
に
見
せ
る
為
の
演
技

（方
便
、
爾
前
、
述
門
）
だ

っ
た

の
か
。

③
衆
生
の
存
在
な
し
の
久
遠
元
初
の
仏
を
主
張
す
る
と
、
衆

生
の
存
在
す
る
熱
原
法
難

（師
第

一
箇
）
は
、
ど
の
様
に

解
釈
す
る
の
か
。
衆
生
は
い
ら
な
い
の
か
。

④
代
々
の
貫
主
に
仏
法
の

一
切
が
あ
る
と
い
う
な
ら
、
代
々

の
貫
主
は
久
遠
元
初
の
仏
な
の
か
。
隠
居
し
た
貫
主
は
久

遠
元
初
の
仏
を
引
退
し
た
の
か
。

⑤
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
が
宗
旨
だ
と
言
い
張
る
な
ら
、

熱
原
法
難
は
何
と
解
釈
会
通
す
る
の
か
。

ま
だ
関
連
し
て
何
点
も
挙
り
ま
す
が
、
こ
の
点
も
含
め
て
、

も
う

一
度
、
私
の
論
文
を
し
っ
か
り
読
み
直
し
て
か
ら
、
真

跡
御
書
に
則
っ
て
議
論
を
進
め
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
蓮
正
宗
は
近
年
、
自
宗
の
宗
旨
が

ど
こ
に
建
立
さ
れ
て
い
る
か
も
分
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。
議
論
に
よ
っ
て
、
有
耶
無
耶
に
さ
れ
て
来
た
そ

の
事
が
、
少
し
で
も
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
仏
法
の
為
、　
一
切

衆
生
成
仏
の
為
、
限
り
無
く
有
益
な
事
と
思
い
ま
す
。

岩
切
護
道
さ
ん
が
、
未
だ
に
忙
し
い
様
で
し
た
ら
、
ど
な

た
で
も
結
構
で
す
。


