
富
士
門
流
の
血
脈
観

（阿
部
発
言
と
貫
首
無
謬

・
絶
対
論
の
過
ち
）

廣

田

頼

道

一
、
序

大
石
寺
側
の
僧
俗
は
、
今
日
の
混
乱
に
至
る
流
れ
の
当
事
者
で

あ
り
な
が
ら
、
今
だ
に

○
貫
主
絶
対

（質
主
が
現
代
の
日
蓮
大
聖
人
で
あ
る
。
貫
主
の
判

断
に
か
な
わ
な
け
れ
ば
謗
法
で
あ
る
。
）

○
戒
旦
絶
対

（戒
旦
の
本
尊
が
存
在
す
る
所
こ
そ
が
正
し
く
、
戒

旦
の
本
尊
に
御
日
通
り
出
来
な
い
者
は
、
血
脈
が
切
れ
、
成
仏

出
来
な
い
。
戒
■
の
本
尊
に
、
日
蓮
大
聖
人
の
全
て
が
納
ま
り
、

森
羅
万
象
の
事
物
が
消
滅
し
た
と
し
て
も
、
戒
旦
の
本
尊
は
消

滅
し
な
い
。
消
滅
す
る
と
思
う
者
が
謗
法
で
あ
る
。
）

こ
の
二
つ
の
考
え
方
に
し
が
み

つ
き
、
し
ば
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
書
の
中

に
は
無
く
、
御
法
門
の
根
本
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
七
百
年
の
歴
史
の
流
れ
の
中
で
水
垢
が
生
れ
る
よ
う
に
、

ま

っ
た
く
日
蓮
大
聖
人
の
御
心
、
妙
法
よ
り
か
け
離
れ
た
、
大
石
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寺
の
組
織
や
、
貫
主
の
権
威
権
力
を
守
る
上
で
安
易
で
便
利
な
方

法
の
上
に
生
れ
た
、
迷
信
と
し
て
、
今
日
の
大
石
寺
に
鎮
座
ま
し

ま
し
て
い
る
妖
怪
な
の
で
あ
り
ま
す
。

今
こ
こ
で
は
、
本
来
の
血
脈
と
、
そ
の
源
は
何
か
と
い
う
こ
と

を
明
確
に
し
、
貫
主
絶
対
。
戒
旦
絶
対
が
、
い
か
に
意
味
の
な
い

珍
腐
な
考
え
方
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
し
、
多
く
の
人
々
に

良
く
考
え
て
貰
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

当
然
、
こ
の
こ
と
は
、
今
日
、
正
信
覚
醒
運
動
の
道
を
歩
ん
で

来
た
、
私
達
自
身
も
、
実
は
か

っ
て
、
こ
の
二
つ
の
迷
信
の
虜
で

あ

っ
た
と
の
、
反
省
に
立

っ
た
上
で
な
け
れ
ば
、
示
せ
な
い
事
な

の
で
あ
り
ま
す
。

私
達
は
、
阿
部
貫
主
の
信
仰
者
と
し
て
の
姿
勢
に
疑
間
を
持
ち
、

裁
判
に
の
せ
て
貰
い
や
す
い
こ
と
を
考
え
て
、
阿
部
貫
主
の
日
達

上
人
か
ら
相
承
が
あ

っ
た
と
主
張
す
る
事
に
関
し
て
、
ま

っ
た
く

立
証
す
る
人
が
誰
も
い
な
い
闇
の
世
界
で
、
不
審
が
あ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、
阿
部
貫
主
が
主
張
す
る
昭
和
五
十
三
年
四
月
十
五
日

に
相
承
が
あ

っ
た
か
な
か

っ
た
か
を
争
点
と
し
て
地
位
不
存
在
の

訴
え
を
裁
判
所

へ
起
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
本
当
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
阿
部
貫
主

に
、
も
し
、

日
達
上
人
よ
り
明
確
な
証
人
の
あ
る
相
承
が
行
な
わ
れ
た
事
実
が

あ

っ
た
と
し
て
も
、
阿
部
貫
主
の
信
仰
姿
勢
は
、
自
分
の
地
位
名

誉
、
政
治
的
判
断
を
絶
対
と
し
て
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
法
門
か
ら

は
る
か
に
外
れ
る
信
仰
失
格
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

相
承
が
も
し
あ

っ
た
と
し
て
も
、
我
々
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
御

法
門
を
守
護
す
る
行
動
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。

つ
ま
り
相
承
が
有
ろ
う
が
無
ろ
う
が
、
誤

っ
て
い
る
者
は
、
信

仰
者
で
も
無
く
、
貫
主
で
も
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
意
味
か
ら
、
あ
の
訴
え
を
起
す
時
、
多
く
の
僧
俗
が
、
貫

首
を
訴
え
る
か
否
か
の
書
面
に
、
著
名
捺
印
の
決
断
を
下
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
迄
引
き
ず

っ
て
来
た
永
年
の

迷
信
で
あ
る
貫
主
絶
対
と
戒
旦
絶
対
の
理
屈
を
真
正
面
か
ら
、
自

か
ら
に
問
い
直
す
、
有
意
義
な
こ
と
で
あ

っ
た
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す
。

今
迄
、
こ
の
二
つ
の
絶
対
を
、
信
徒
や
、
他
宗
の
人
々
に
全
智

全
能
の
魔
法
の
杖
の
様
に
振
廻
し
て
来
た
自
分
達
自
身
が
、
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
離
れ
て
、
本
当
の
日
蓮
大
聖
人
の
心

（仏
法
）
と

は
な
ん
な
の
だ
ろ
う
か
と
、
大
き
な
岩
石
を
ど
ん
ど
ん
砕
い
て
行
っ

て
原
子
の
世
界
に
至
る
様
に
、
我
々
も
全
て
の
鎧
を
脱
い
で
、
赤

裸
に
な

っ
て
、
何
も
自
分
の
地
位
や
名
誉
も
無
い
、
ひ
弱
で
愚
か

な
、
末
法
の

一
人
の
荒
凡
夫
と
し
て
、
成
仏
す
る
為
、
真
実
の
仏

法
と
は
何
ん
な
の
か
と
い
う
、
貫
主
も
、
大
石
寺
も
、
戒
旦
本
尊
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も
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
時
点
に
心
を
置
い
て
、
日
蓮
大
聖
人
の

血
脈
法
水
と
は
何
ん
な
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
か

っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
結
果
的
に
出
来
た
と
い
う
こ
と
が
、

逆
に
、
私
達
の
幸
せ
で
あ

っ
た
と
、
今
日
心
底
か
ら
思
え
る
の
で

あ
り
ま
す
。

二
、
何
ん
の
為

に
仏
法
が
あ
る

の
か

お
よ
そ
仏
法
と
い
う
も
の
が
何
ん
の
為
に
、
こ
の
世
の
中
に
あ

る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は

一
切
衆
生
成
仏
の
為
で
あ
り
ま
す
。

釈
尊
の
出
家
の
理
由
が
、
生
老
病
死
を
、
心
の
内
に
乗
り
越
え

ら
れ
る
法
を
求
め
て
―
―
―
で
あ
る
こ
と
を
静
か
に
考
え
れ
ば
、

誰
で
も
理
解
出
来
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

又
、
私
達
が
朝
夕
読
経
す
る
法
ケ
経
の
御
文
に
も

「
阿
将
多
羅

三
貌
三
菩
提
」
と
い
う
語
句
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
し
く
、
仏
は
、

私
達
の
億
劫
の
辛
労

（永
遠
の
時
の
流
れ
の
中
で
の

一
番
の
穀
難

辛
苦
）
と
は
、
成
仏
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
が

ど
ん
な
貧
乏
や
、
病
氣
、
家
庭
不
和
と
い
う
、

一
般
凡
夫
が

一
番

の
辛
労
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ

っ
て
も
、
成
仏
出
来
な
い

苦
し
み
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
等
は
苦
し
み
と
は
言
え
な
い
と
、
仏

は
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
視
点
に
仏
と
凡
夫
の
違
い
を
あ
り

あ
り
と
感
じ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
病
気
直
し
や
、
貧
乏
直
し
の
為

で
あ
る
な
ら
ば
、
仏
は
こ
の
世
に
出
て
来
る
必
要
は
な
か

っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。　
一
切
衆
生
を
成
仏
さ
せ
、
仏
と
同
じ
生
命
、
心
を

自
覚
せ
し
め
る
為
に
、

一
大
事
の
因
縁
と
し
て
、
衆
生
に

「
仏
知

見
を
聞
か
せ
」
「
仏
知
見
を
示
し
」
「
仏
知
見
を
悟
ら
せ
」
「
仏
知

見
に
入
ら
し
め
る
」
〈仏
知
見
と
は
仏
の
智
恵
、

つ
ま
り
仏
界

の

こ
と
〉
（方
便
品
）
為
に
生
れ
て
来
た
の
だ
と
説
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
も
分
る
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
型
人
の
仏
法
も
同
様
に
、
現
世
利
益
の
為
で
な
く
、
成

仏
の
為
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

世
の
中
の
人
々
は
、
宗
教
は
何
れ
も
同
じ
だ
と
見
て
い
ま
す
が
、

た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
や
浄
土
宗
は
、
天
国
や
浄
土
、
極
楽
を

最
上
と
考
え
、
こ
の
国
１１
と
別
に
、
そ
こ
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
天
国
に
召
さ
れ
、
神
の
下
僕
に
な
る
こ
と
が
、

仏
教
で
言
う
成
仏
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
釈
迦
、
大
日

如
来
を
拝
む
者
も
、
観
音
、
弥
勒
、
薬
師
を
人
格
と
拝
し
て
拝
む

人
々
も
、
そ
の
仏
菩
雌
が
持

っ
て
い
る
法
力
が
何
か
を
考
え
る
こ

と
も
な
く
、
そ
の
名
を
唱
え
、
自
分
自
身
の
悩
み
を
解
消
す
る
手

段
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
成
仏
を
大
願
と
わ
き
ま
え
る
こ

と
が
、
そ
れ
ら
の
宗
旨
に
は
出
来
な
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
で
は
、
宗
教
は
ど
れ
も
同
じ
な
ど
で
は
な
く
、
ど
れ
も
バ
ラ

バ
ラ
で
ど
れ
ほ
ど
信
仰
し
て
も
、
仏
と
同
じ
、
成
仏
の
境
界
を
得
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る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

仏
は
、

一
切
衆
生
に
、
仏
と
同
じ
心
、
生
命
を
持

っ
て
も
ら
い

た
い
。
自
分
と
同
様
に
悟
り
を
得
て
も
ら
い
た
い
こ
と
を
願
わ
れ

て
、
こ
の
世
に
現
わ
れ
、
出
世
の
本
懐
と
し
て
、

一
切
衆
生
が
成

仏
出
来
る
法
を
、
妙
法
連
華
経
と
示
し
、
表
わ
し
た
の
で
あ
り
ま

す
。世

の
中
の
宗
教
全
般
、
仏
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ

っ
て

も
、
神
、
仏
と
衆
生
の
差
別
区
別
を
当
然

の
こ
と
と
し
て
説
き
、

神
仏
と
等
し
く
な
る
と
い
う
、
当
り
前
の
こ
と
さ
え
説
い
て
い
な

い
も
の
が
大
勢
な
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
指
し
て
、
釈
尊
は
法
華
経
を
説
く
に
あ
た

っ
て
、

自
か
ら
の
爾
前
経
も
含
め

「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」
と
断
じ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
経
文
中
の

「
真
実
」
と
は
、
成
仏
の
直

道
、
成
仏
出
来
る
道
理
を
持

っ
た
法
は
説
か
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

法
華
経
に
は
、
自
か
ら

「
已
今
当
説
最
為
難
信
難
解
」
（
法
師

品
第
十

一
）
と
示
し
、
過
去
、
現
在
、
未
来
の
説
法
の
中
に
お
い

て
、
法
華
経
に
勝
る
経
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
成
仏
を
遂
げ
る

と
い
う
大
願
を
、
こ
の
妙
法
蓮
華
経
に
説
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
教

え
以
上
の
教
え
を
説
く
必
要
も
な
け
れ
ば
、
説
く
こ
と
も
出
来
な

い
と
い
う
、
釈
尊
の
思
い
が
、
こ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
が

「妙
密
上
人
御
消
息
」
（全
２３
Ｐ
）
に

日
蓮
は
何
の
宗
の
元
祖
に
も
あ
ら
ず
、
又
末
葉
に
も
あ
ら
ず

と
、
明
言
さ
れ
て
い
る
の
も
、　
一
切
衆
生
成
仏
の
法
を
個
有
の

宗
派
の
個
有
の
法
と
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
し
、　
一
切
衆
生
成

仏
と
い
う
宗
教
の
大
願
で
あ
る
は
ず
の
も
の
を
日
蓮
の
所
有
物
と

す
る
こ
と
の
愚
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
様
に
考
え
て
来
る
と
、
釈
尊
も
日
蓮
大
聖
人
も
、
法
も
、

信
仰
、
修
行
、
寺
院
、
僧
侶

（手
継
ぎ
の
師
）
の
存
在
、
貫
主
、

血
脈
、
戒
旦
の
本
尊
、
法
華
経
、
御
書
、
法
水
…
…
…
等
々
、
全

て
は
、
私
達
が
成
仏
す
る
為
の
指
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え

る
の
で
あ
り
ま
す
。
成
仏
を
度
外
視
し
て
、
仏
や
貫
主
や
、
血
脈
、

戒
旦
を
論
じ
て
も
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
題
目
か
ら
遊
離
し
た
不
毛

の
議
論
で
あ
り
、
成
仏
す
べ
き

一
切
衆
生
に
は
、
有
害
で
邪
魔
な

も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

「
一
切
衆
生
成
仏
」
こ
の
こ
と
を
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
日

蓮
大
聖
人
の
御
法
門
を
拝
し
て
行
く
時
に
、
総
て
の
役
割
が
何
か

と
い
う
位
置
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

三
、
血
脈
法
水
の
源
と
は
何
か

久
遠
元
初
の
法
と
は
、
一
切
衆
生
は
、
仏
と
な
る
こ
と
が
出
来

―-18-



る
と
い
う
法
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
法
は
、
人
類
の
発
生
の
有
無

に
関
係
な
く
、
森
羅
万
象
と
共
に
本
然
と
し
て
存
在
し
て
来
て
い

る
法
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
仏
は
妙
法
蓮
華
経
と
説
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

仏
の
本
来
あ
る
が
ま
ま
の
姿
を

「
無
作
」
と
言
い
ま
す
が
、
繕

わ
な
い
、
名
聞
名
利
に
働
か
な
い
と
い
う
無
作
の
意
味
は
、
自
然

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
全
て
の
生
命
、
物
質
は
、
も
と
も
と
あ
る

が
ま
ま
の
自
然
を
道
理
と
し
て
生
き
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り

「
無
作
」
が
あ
た
り
前
の
状
態
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

欲
望
の
あ
る
が
ま
ま
で
は
な
く
、
妙
法
蓮
華
経
の
法
に
あ
る
が
ま

ま
を

「
無
作
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
妙
法
蓮
華
経
は
、
人
間
界
だ
け
を
対
照
に
し
て
、

そ
の
存
在
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
森
羅
万
象
に
存
在
す
る
事
物
の

全
て
に
悉
有
仏
性
と
し
て
そ
な
わ

っ
て
い
る
、
そ
の
も
の
を
説
い

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
森
羅
万
象
の
事
物
の
中

で
、

一
番
に
こ
の
妙
法
蓮
華
経
の
道
理
か
ら
外
れ
、
迷

っ
て
い
る

事
物
は
何
か
と
い
え
ば
、
人
間
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
点
に
つ
い
て

い
え
ば
、
妙
法
蓮
華
経
は
人
間
界

へ
の
慈
悲
を
色
濃
く
持

っ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
人
類
の
発
生
に
関
係
無
く
、
山
川
草
木
の
自

然
は
、
も
と
も
と
自
然
の
道
理
の
中
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
、
名

聞
名
利
に
迷
う
必
要
も
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
法
を
説
示

す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
に
人
間
が
凡

智
と
共
に
、
妙
法
蓮
華
経
か
ら
外
れ
る
迷
い
を
持
ち
、
畜
生
と
化

し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
が
現
わ
れ
、
妙
法
蓮
華
経
を
説
示

す
る
必
要
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
今
日
の
衆
生
は
、
仏
を
尊
敬
す
る
あ
ま
り
に
、
原
始

人
が
動
物
と
同
様
に
生
き
て
い
た
よ
う
な
時
代
で
あ

っ
て
も
、
ま

る
で
仏
は
、
人
類
の
発
達
史
と
は
無
関
係
に
、
智
識
と
人
格
を
持

ち
、
高
貴
で
悟
り
を
持
ち
、

一
切
衆
生
を
慈
愛
の
眼
で
見
守

っ
て

い
た
よ
う
に
思
い
込
み
、
そ
れ
が
無
始
の
古
仏
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
人
々
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
が
、
無
始
の
古
仏
と
い
う
、　
一
人

の
人
格
化
さ
れ
た
も
の
が
経
文
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く

「
観
心
本
尊
抄
」

（全
２４７
Ｐ
）

我
等
が
己
心
の
釈
尊
は
五
百
塵
点
乃
玉
所
顕
の
三
身
に
し
て
無

始
の
古
仏
な
り
、
経
に
云
く

「
我
本
普
薩
の
道
を
行
じ
て
、
成

ぜ
し
所
の
寿
命
今
猶
未
だ
尽
き
ず
、
復
上
の
数
に
倍
せ
り
」
等

云
々
、
我
等
が
己
心
の
普
薩
等
な
り

無
始
の
古
仏
と
は
、
始
め
の
無
い
永
遠
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
こ
の
無
始
の
古
仏
は
、
久
遠
元
初
と
も
い
わ
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
久
遠
元
初
の
元
初
と
い
う
と
、
水ヽ
遠
で
な
く
出
発

点
で
あ
る
様
に
イ
メ
ー
ジ
し
、
無
始
と
い
う
と
出
発
点
の
な
い
永

遠
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
い
う
の
は
、
大
変
な
矛
盾
で
あ
り
ま
す
。
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そ
し
て
、
こ
の
御
文
に
は
、
「我
等
が
己
心
の
菩
薩
等
な
り
」
と
、

加
え
て
、
仏
だ
け
が
無
始
で
は
な
く
、
己
心
の
菩
薩
も
同
様
に
無

始
、
永
遠
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
無
始
の
古
仏
と

は
、
法
の
あ
る
が
ま
ま
、
人
法

一
箇
の
、
自
然
に
一
体
化
し
た
存

在
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
そ
こ
に
、

仏
法
の
源
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「崇
峻
天
皇
御
書
」

（全
１７
Ｐ
）

教
主
釈
尊
の
出
世
の
本
懐
は
人
の
振
舞
に
て
候
け
る
ぞ

と
あ
り
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
振
舞
い
と
は
、
一削
に

「無
輩

の
所
で
書
い
た
様
に
、
欲
望
に
ま
み
れ
た
人
間
の
振
舞
い
で
は
な

く
、
久
遠
元
初
無
始
の
妙
法
蓮
華
経
、
人
法

一
箇
の
振
舞
。
こ
の

こ
と
を

一
切
衆
生
に
示
す
こ
と
を
、
釈
尊
は
出
世
の
本
懐
と
し
た

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
て
見
る
と
、

「上
野
殿
御
返
事
」

（全
Ｍ
Ｐ
）

仏
は
い
み
じ
じ
と
い
え
ど
も
法
華
経
に
対
し
ま
い
ら
せ
候
へ
ば

螢
火
と
日
月
と
の
勝
劣
、
天
と
地
と
の
高
下
な
り
、
仏
を
供
養

し
て
、
か
か
る
功
徳
あ
り
、
い
わ
う
や
法
華
経
を
や

「乗
明
聖
人
御
返
事
」

（全
０ｌ
Ｐ
）

経
は
師
な
り
仏
は
弟
子
な
り
涅
槃
経
に
云
く

「諸
仏
の
師
と
す

る
所
は
所
謂
法
な
り
乃
至
是
の
様
に
諸
仏
恭
敬
供
養
す
」
と
、

つ
ま
り
、
仏
の
出
現
が
な
く
て
も
、
法
は
本
然
と
し
て
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
仏
が
こ
の
法
を
悟
り
人
法

一
箇
し
て
、
覚
智

出
来
な
い
衆
生
に
身
を
も

っ
て
説
き
伝
え
る
存
在
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「
当
体
義
抄
」

（全
５‐３
Ｐ
）

至
理

（至
極
の
道
理
、

一
切
諸
法
の
根
本
と
な
る
真
理
、
い
い

か
え
れ
ば
久
遠
元
初
無
始
の
法
）
は
名
無
し
聖
人
理
を
観
じ
て

万
物
に
名
を
付
く
る
時
、
因
果
倶
時
、
不
思
議
の

一
法
之
れ
有

り
之
を
名
け
て
妙
法
蓮
華
経
と
為
す
此
の
妙
法
蓮
華
の

一
法
に

十
界
三
千
の
諸
法
を
具
足
し
て
開
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
じ
給
え
ば
妙
因
妙
果
倶
時
に
感
得
し
給
う
が
故
に

妙
覚
果
満
の
如
来
と
成
り
給
い
し
な
り

の
御
文
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

衆
生
は
説
き
伝
え
ら
れ
縁
し
て

（下
種
）
は
じ
め
て
我
が
身
に

そ
な
わ

っ
て
い
る
法
に
気
付
く
の
で
あ
り
ま
す
。
気
付
か
な
い
も

の
は
、
眼
の
前
に
あ

っ
て
も
無
い
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
昭
和
二

十
七
年
、
大
賀

一
郎
博
士
が
千
葉
県
検
見
川
遺
跡
か
ら
二
千
年
前

の
古
代

ハ
ス
の
種
を
発
見
し
て
、
発
芽
さ
せ
華
を
咲
か
せ
、
世
間

の
耳
目
を
集
め
た
こ
と
は
、
今
日
で
も
有
名
な
話
し
で
す
が
、
考

え
て
見
る
と
、
ど
れ
だ
け
種
が
あ

っ
て
も
、
条
件
が
揃
わ
な
け
れ
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ば
、
種
は
無
に
等
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
下
種
と
は
、
種
を
植
え

る
、
種
を
授
け
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ

う
で
は
な
く
潜
在
す
る
仏
の
生
命
を
、
自
覚
せ
じ
め
る
こ
と
を
い

う
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
久
遠
元
初
無
始
の
法
は
、
悠
久
の
過
去
か
ら
流
れ
来

た
る
も
の
で
は
な
く
、
森
羅
万
象
の
事
物
に
、
悉
有
仏
性
、
本
然

と
し
て
そ
な
わ

っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
り
、

一
切
衆
生
個
々
が

仏
と
な
る
資
質
、
つ
ま
り
己
心
の
仏
界
、
己
心
の
本
尊
と
し
て
持

つ
も
の
で
あ
り
。
そ
の
法
は
、
久
遠
即
末
法
と
し
て
時
間
や
空
間

に
東
縛
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
法
な
の
で
あ
り
ま
す
。

真
理
に
は
、
古
い
も
新
し
い
も
、
大
き
い
も
小
さ
い
も
、
生
も

死
も
、
男
も
女
も
、
上
も
下
も
、
仏
も
凡
夫
も
、

一
切
の
差
別
区

別
の
無
い
、
時
間
、
空
間
に
拘
束
さ
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
久
遠
即
末
法
と
同
様
に
、
仏
が
不
滅
の
滅
を

表
わ
し
、
「
常
住
此
説
法
　
我
常
住
於
此
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と

も
、
同
じ
な
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、

一
切
の
仏
に
お
い
て
も
、

「
秋
元
御
書
」

（全
”
Ｐ
）

三
世
十
方
の
仏
は
必
ず
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
種
と
し
て
仏
に

な
り
給
え
り

と
し
て
、　
一
切
の
諸
仏
諸
菩
薩
が
仏
と
な

っ
た
法
の
源
も
妙
法

蓮
華
経
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

雨
水
の
様
に
、
場
所
に
よ
っ
て
差
別
の
あ
る
降
り
方
で
は
な
く
、

久
遠
元
初
の
法
は
地
下
水
の
様
に
平
等
に
潤
す
も
の
と
説
明
さ
れ

る
方
も
い
ま
す
が
、
地
下
水
よ
り
も
、
全
て
の
生
命
に
、
生
命
あ

る
も
の
に
必
ず
あ
る
。
本
然
と
し
て
そ
な
わ
っ
て
い
な
が
ら
、
迷

い
に
よ
っ
て
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
。
有
る
の
に
無
い

と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
。
そ
れ
こ
そ
が
久
遠
元
初
無
始
の
妙
法

蓮
華
経
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
本
然
と
し
て
そ
な
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
天
台
の

六
即
で
た
て
分
け
る
と
、
理
即

（理
の
上
で
は
仏
性
を
そ
な
え
て

い
る
が
、
い
ま
だ
正
法
を
聞
い
て
い
な
い
迷
い
の
凡
夫
）
で
あ
り
、

妙
法
蓮
華
経
の
真
理
と

一
体
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
成
仏
を
遂

げ
る
だ
け
の
信
の
な
い
も
の
、
法
と
共
に
存
在
し
て
い
な
が
ら
、

法
の
存
在
が
分
ら
な
い
、
自
身
が
永
遠
常
住
の
仏
と
同
等
の
生
命

の
尊
貴
に
値
い
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
、
反
対
に
自
身
の
尊

貴
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
（法
華

経
の

「衣
裏
繋
珠
の
讐
」
や

「暑
中
明
珠
の
警
」
「
良
医
病
子
の

警
」
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
）
本
然
と
し
て

法
の
も
と
に
生
き
て
い
な
が
ら
、
法
を
知
ら
な
い
。
大
聖
人
が
示

さ
れ
る
、

「悟
る
を
仏
、
迷
う
を
凡
夫
」
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と
は
、
そ
の
点
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
は
、
こ
の
理
即
の
一
つ
上
の
名
字
即

（
は
じ
め
て

正
法
を
聞
き
、
正
法
を
信
ず
る
位
）
に
信
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
身
の
仏
性
、
仏
種
を
言
葉

（妙
法
蓮
華
経
）
を
通
し
て
知

る
。
又
、
妙
法
蓮
華
経
に
縁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
ず
妙
覚
に
致

る
こ
と
が
出
来
る
。
悪
人
、
女
人
、
畜
生
、
二
乗
の
成
仏
、
歴
劫

修
行
の
否
定
、　
一
切
衆
生
が
平
等
に
、
成
仏
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

名
字
即
に
妙
法
蓮
華
経
の
信
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
剛
宝

器
戒
と
し
て
、
永
遠
に
破
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
成
仏
の
道
を
得

る
の
で
あ
り
ま
す
。
理
即
の
上
に
立
て
た
空
論
が

『
本
覚
思
想
』

で
あ
り
大
聖
人
は
あ
く
ま
で
名
字
に
妙
覚
を
立
て
る
法
門
で
あ
り

本
覚
思
想
と
の
混
同
混
乱
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
禅
宗
の
独
悟
の
世
界
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
、
筋

違
い
な
指
摘
を
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
摩
詞
止
観

第
五
に
指
摘
さ
れ
る
様
な

「盲
跛
の
師
徒
」
と
大
聖
人
の
師
弟

一

箇
の
法
門
と
は
源
も
、
プ
ロ
セ
ス
も
ま
っ
た
く
違
う
の
で
あ
り
ま

す
。

「法
華
初
心
成
仏
抄
」

（全
５５２
Ｐ
）

と
て
も
か
く
と
も
法
華
経
を
強
い
て
説
き
聞
か
す
べ
し
、
信
ぜ

ん
人
は
仏
に
ふ
る
べ
し
謗
ぜ
ん
者
は
毒
鼓
の
縁
と
な
っ
て
仏
に

な
る
べ
き
な
り
、
何
に
と
し
て
も
仏
の
種
は
法
華
経
よ
り
外
に

な

き

な

り

。

縁
だ
け
で
な
く
、
即
座
に
信
を
立
て
、
不
軽
菩
薩
の
行
の
道
に

連
な
り
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
、
修
行
、
弘
道
に
志
を
立
て
れ

ば
、
即
身
成
仏
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
名
字
即
に
信
を
立
て
る
と
は
、
法
華
経
の
行
者
に
は
、

精
進
と
い
う
、
修
行
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
同
時

に
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

※
己
心
と
は
、
元
来
、
他
心

（他
人
の
心
）
に
対
す
る
言
葉
と
し

て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

「止
観
輔
行
伝
弘
決
」
（巻
二
の
一
）

一
切
の
諸
仏
は
己
心
は
仏
心
と
異
な
ら
ず
と
観
ず
る
に
由
る
が

故
に
仏
に
成
る
こ
と
を
得
る

と
示
さ
れ
、
己
心
と
は
仏
心
で
あ
り
、
成
仏
と
は
自
分
の
生
命

が
仏
で
あ
る
と
悟
る
こ
と
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
己
心
と
は
、
た
だ
の
自
分
の
心
と
い
う
意
味
で

は
な
く
、
心
の
中
の
心
、
心
の
核
を
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
り
ん

ご
の
果
実
で
た
と
え
る
と
、
私
達
人
間
は
、
り
ん
ご
は
食
べ
る
為

の
果
肉
の
部
分
を
り
ん
ご
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
り
ん
ご
か
ら
す

る
と
、
り
ん
ご
は
種
を
も
っ
て
子
孫
を
残
そ
う
と
す
る
、
そ
の
種

自
身
が
、
り
ん
ご
の
エ
キ
ス
で
あ
り
、
目
的
と
い
う
こ
と
に
ふ
り

ま
す
。
こ
の
種
は
悠
久
の
過
去
と
未
来
と
を
内
蔵
し
、
現
在
に
存
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在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
果
肉
は
現
世
だ
け
で
は
て
る
も

の
に
な
り
ま
す
。

心
に
も
表
面
的
な
、
好
き
だ
嫌
い
だ
の
類
か
ら
自
分
で
も
把
む

こ
と
の
出
来
な
い
心
層
の
部
分
ま
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
種
の
部
分

は
、
時
空
を
超
え
て
、
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
心
の
中
の
心
、
心
の
核
、
り
ん
ご
の
種
に
た
と
え
て
い
え

ば
、
己
心
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
に
と
っ

て
己
心
と
は
、
久
遠
元
初
無
始
の
法
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

四
、
血
脈
の
中
に
お
け
る
大
聖
人
の
位
置

そ
れ
で
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
存
在
は
何
か
と
い
え
ば
、
こ
の
血

脈
法
水
の
源
で
あ
る
。
久
遠
元
初
無
始
の
法
を
、
妙
法
蓮
華
経
と

し
て
、
法
華
経
の
文
底
よ
り
取
り
出
し
、
人
法

一
箇
の
不
軽
菩
薩

の
跡
を
継
ぐ
者
と
し
て
妙
法
蓮
華
経
の
身
読
を
も
っ
て
、
人
法

一

箇
の
成
仏
の
姿
を
、
末
法

一
切
衆
生
に
、
手
本
と
し
て
示
さ
れ
た

仏
で
あ
り
ま
す
。

釈
尊
は
、
法
華
経
を
説
法
し
て
も
、
法
華
経
の
身
読
は
さ
れ
ず
。

法
華
経

（妙
法
蓮
華
経
）
の
身
読
は
日
蓮
大
聖
人
を
し
て
、
最
初

で
最
後
、
未
曽
有
の
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
か
ら
、
久

遠
元
初
本
因
妙
の
教
主
と
拝
し
、
勤
行
の
時
の
観
念
品
も
、
本
尊

の
観
念
と
し
て
法
を
表
わ
し
、
日
蓮
大
聖
人
の
観
念
と
し
て
仏
を

別
々
に
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
が
、
三
国
四
師
と
、
釈
尊
、
天
台
、
伝
教
、
日
蓮

の
系
譜
を
示
さ
れ
る
の
も
、
四
師
内
証
の
最
要
の
法
は
、
妙
法
蓮

華
経
の
一
言
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
の
振
舞
い
が
な
け
れ
ば
、
久
遠
元
初
無
始
の
法
を

一
切
衆
生
は
知
る
こ
と
が
出
来
ず
、　
一
切
衆
生
成
仏
イ
コ
ウ
ル
広

室
流
布
は
、
法
華
経
の
嘘
言
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「も
し
地
獄
に
墜
ち
た
時
、
某

（
日
蓮
）
を
怨
む
な
―
―
―
」

と
の
日
蓮
大
聖
人
の
教
示
か
ら
い
え
ば
、
日
蓮
大
聖
人
が
私
達

を
成
仏
さ
せ
て
く
れ
る
わ
け
で
も
、
日
蓮
大
聖
人
が
地
獄
に
墜
す

わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

久
遠
元
初
無
始
の
法
を
悟
り
、
身
読
の
生
き
方
を
し
、
妙
法
を

貫
き
、
こ
の
様
に
生
き
る
こ
と
が
成
仏
で
す
よ
。
―
―
―
―

こ
の

こ
と
を
久
遠
か
ら
末
法
に
至
る
迄
、
未
曽
有
、
唯

一
の
手
本
と
し

て
、
己
心
の
仏
界
を
凡
夫
に
分
る
様
に
示
し
て
く
れ
た
御
方
が
、

日
蓮
大
聖
人
な
の
で
あ
り
ま
す
。

「法
華
初
心
成
仏
抄
」

（全
５５７
Ｐ
）

我
が
己
心
の
妙
法
蓮
華
経
を
本
尊
と
あ
が
め
奉
り
て
我
が
己
心

中
の
仏
性
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
よ
び
よ
ば
れ
て
顕
れ
給
う
処

を
仏
と
は
云
う
な
り
、
警
え
ば
籠
の
中
の
鳥
な
け
ば
、
空
と
ぶ

鳥
の
よ
ば
れ
て
集
ま
る
が
如
し
、
空
と
ぶ
鳥
の
集
ま
れ
ば
籠
の
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中
の
鳥
も
出
で
ん
と
す
る
が
如
し
口
に
妙
法
を
よ
び
奉
れ
ば
我

が
身
の
仏
性
も
よ
ば
れ
て
必
ず
顕
れ
給
ふ
。

五
、
血
脈
の
中
に
お
け
る
本
尊

の
位
置

「阿
仏
房
御
書
」

（全
３０
Ｐ
）

一
御
文
に
云
く
多
宝
如
来
涌
現
の
宝
塔
何
事
を
表
わ
し
給
う
や

と
云
、
此
の
法
門
ゆ
ゆ
し
き
大
事
な
り
宝
塔
を
こ
と
わ
る
に
天

台
大
師
文
句
の
八
に
釈
し
給
い
し
時
証
前
起
後
の
二
重
の
宝
塔

あ
り
、
証
前
は
述
門
、
起
後
は
本
門
な
り
或
い
は
又
閉
塔
は
述

門
開
塔
は
本
門
是
れ
即
ち
境
智
の
二
法
な
り
し
げ
き
ゆ
へ
に
こ

れ
を
を
く
、
所
詮
三
周
の
声
間
、
法
華
経
に
来
て
、
己
心
の
宝

塔
を
見
る
と
い
う
事
な
り
、
今
日
蓮
が
弟
子
檀
那
又
又
か
く
の

ご
と
し
、
末
法
に
入

っ
て
法
華
経
を
持

つ
男
女
の
す
が
た
よ
り

外
に
は
宝
塔
な
き
な
り
、
若
し
然
れ
ば
貴
賎
上
下
を
い４
り
ば
ず
、

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
と
な
う
る
も
の
は
我
が
身
宝
塔
に
し
て
我

が
身
又
多
宝
如
来
な
り
、
妙
法
蓮
華
経
よ
り
外
に
宝
塔
な
き
な

り
、
法
華
経
の
題
目
宝
塔
な
り
宝
塔
又
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
り
。

今
阿
仏
上
人
の
一
身
は
地
水
火
風
空
の
五
大
な
り
、
此
の
五
大

は
題
目
の
五
字
な
り
、
然
れ
ば
阿
仏
房
さ
な
が
ら
宝
塔
宝
塔
さ

な
が
ら
阿
仏
一房
此
よ
り
外
の
才
覚
無
益
な
り
聞
信
戒
定
進
捨
漸

の
七
宝
を
以
て
か
ざ
り
た
る
宝
塔
な
り
、
多
宝
如
来
の
宝
塔
を

供
養
し
た
も
う
か
と
お
も
え
ば
さ
に
と
は
候
は
ず
我
が
身
を
供

養
し
給
う
我
が
身
又
三
身
即

一
の
本
覚
の
如
来
な
り
、
か
く
信

じ
給
い
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
給

へ
、
こ
こ
さ
な
が
ら
宝

塔
の
住
処
な
り
、
経
に
云
く

「法
華
経
を
説
く
こ
と
有
ら
ん
処

は
我
が
此
の
宝
塔
其
の
前
に
涌
現
す
」
と
は
こ
れ
な
り
、
あ
ま

り
に
あ
り
が
た
く
候

へ
ば
宝
塔
を
か
き
あ
ら
は
し
、
ま
い
ら
せ

候
ぞ
子
に
あ
ら
ず
ん
ば
ゆ
づ
る
事
な
か
れ
信
心
強
盛
の
者
に
非

ず
ん
ば
見
す
る
事
な
か
れ
出
世
の
本
懐
と
は
こ
れ
な
り
。

こ
の
御
文
を
拝
す
る
時
。

宝
塔
＝
御
本
尊
。
阿
仏
一房
。
己
心
。
法
華
経
を
持

つ
男
女
の
す

が
た
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
う
る
も
の
。
妙
法
蓮
華

経
。
多
宝
如
来
。
出
世
の
本
懐
。

と
、
幾
重
に
も
、
宝
塔
と
は
か
く
の
如
き
も
の
と
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
多
宝
如
来
が
同
時
に
こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
も
、

身
を
も

っ
て
、
こ
の
法
華
経
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
姿
が
宝
塔
で

あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

な
ら
ば
、
こ
の
宝
塔

（本
尊
）
の
本
当
の
在
所
は
ど
こ
か
と
い

え
ば
、

「
日
女
御
前
御
返
事
」

（全
Ｚ
Ｐ
）

此
の
御
本
尊
全
く
余
所
に
求
む
る
事
な
か
れ
、
只
我
れ
等
衆
生

の
法
華
経
を
持
ち
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
う
る
胸
中
の
肉
団
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に
お
は
し
ま
す
な
り
、
是
を
九
識
心
王
真
如
の
都
と
は
申
す
な

り
、
十
界
具
足
と
は
十
界

一
界
も
か
け
ず

一
界
に
あ
る
な
り
、

之
に
依

っ
て
曼
陀
羅
と
は
申
す
な
り
、
曼
陀
羅
と
云
う
は
天
竺

の
名
な
り
此
に
は
輪
円
具
足
と
も
功
徳
衆
と
も
名
く
る
な
り
、

此
の
御
本
尊
も
只
信
心
の
二
字
に
を
さ
ま
れ
り
以
信
得
入
と
は

是
れ
な
り
。

と
し
て
、
前
章
か
ら
示
し
て
来
た
様
に
、
そ
の
本
所
は
、
己
心

の
仏
界
、
己
心
の
本
尊
が
真
の
所
在
な
の
で
あ
り
ま
す
。

対
境
、

つ
ま
り
鏡
と
し
て
、
私
達
は
本
尊
を
拝
し
自
分
の
心
を

写
す
。
自
分
の
姿
、
心
を
写
し
て
、
自
分
の
心
を
把
む
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

三
十
年
、
四
十
年
と
化
粧
し
て
来
た
の
で
、
今
で
は
、
暗
闇
で

も
、
眼
を

つ
ぶ

っ
て
で
も
化
粧
が
出
来
る
と
い
う
人
は
、
い
な
い

と
思
い
ま
す
。
自
分
を
鏡
に
写
し
て
こ
そ
、
自
分
の
顔
を
確
認
す

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
為
に
昔
し
か
ら
、
鏡
を

生
命
の
様
に
大
切
に
し
感
謝
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
偽
物
を
写
す
、

と
ん
で
も
無
い
物
だ
と
、
軽
ん
じ
た
り
す
る
人
は
い
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

つ
ま
り
、
私
達
に
、
久
遠
元
初
無
始
の
法
と
い
う
仏
と
同
等
の

己
心
の
仏
界
が
あ
り
、
そ
の
本
所
は
、
胸
中
の
肉
団
で
あ
る
こ
と

を
教
え
伝
え
る
も
の
が
本
尊
の
当
体
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
を

「
日
女
御
前
御
返
事
」

（全
２４
Ｐ
）

是
全
く
日
蓮
が
自
作
に
あ
ら
ず
多
宝
塔
中
の
大
牟
世
尊
分
身
の

諸
仏
す
り
か
た
ぎ
た
る
本
尊
な
り
―
中
署
―
此
の
御
本
尊
の
中

に
住
し
給
い
妙
法
五
字
の
光
明
に
て
ら
さ
れ
て
本
有
の
尊
形
と

な
る
是
を
本
尊
と
は
申
す
な
り
。

と
、
日
蓮
大
聖
人
が
、
創
作
、
創
造
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ら
ば
、
釈
等
の
創
造
に
よ
る

も
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
も
違
う
の
で
あ
り
、
「
本
有

の
尊
形
と

な
る
」
こ
と
、
久
遠
元
初
無
始
の
法
と
人
法

一
箇
す
る
こ
と
こ
そ

が
、
本
尊
の
当
体

（成
仏
の
姿
）
な
の
で
あ
り
ま
す
。

「
涅
槃
経
巻
二
十
八
」
の
中
に
、
我
々
の
仏
性
と
い
う
も
の
を
、

正
因
仏
性
、
縁
因
仏
性
、
了
因
仏
性
と
い
う
、
三
因
仏
性
に
分
け

て
説
明
し
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
。

正
因
仏
性
と
は
、

一
切
衆
生
が
本
然
と
し
て
そ
な
え
て
い
る
仏

性
。
縁
因
仏
性
と
は
、
正
因
仏
性
を
覚
知
す
る
善
行
並
に
縁
の
こ

と
。
了
因
仏
性
と
は
、
自
身
に
正
因
仏
性
が
そ
な
わ

っ
て
い
る
こ

と
を
覚
智
す
る
こ
と
。

「
金
光
明
経
玄
義
拾
遺
記
巻
二
」
に
は

縁
因
は
了
因
を
助
け
、
了
因
は
正
因
を
顕
わ
す
、
更
に
正
因
は

よ
り
勝
れ
た
縁
因
を
起
こ
す
、
こ
の
三
因
仏
性
は
互
い
に
相
い
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よ
っ
て
仏
果
を
証
す
る
妙
因
と
な
る
」
（取
意
）

正
因
仏
性
が
、
本
然
と
し
て
個
々
の
生
命
に
、
久
遠
元
初
無
始

の
法
を
妙
法
蓮
華
経
と
し
て
納
め
。
縁
因
仏
性
が
妙
法
蓮
華
経
の

本
尊
、
対
境
と
し
て
表
わ
さ
れ
。
凡
夫
は
そ
こ
に
名
字
即
の
妙
法

蓮
華
経
の
信
を
立
て
、
善
行

（精
進
）
を
積
み
。
正
因
仏
性
を
悟

り
、
了
因
仏
性
と
な
る
。

日
蓮
大
聖
人
も
、
戒
旦
の
本
尊
も
、
久
遠
元
初
無
始
の
法
を
示

し
表
わ
す
為
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
血
脈
法
水

の
源
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
当
然
、
そ
れ
以
下
の
貫
主
も
、

血
脈
法
水
の
源
や
全
権
を
持

つ
立
場
に
は
、
な
り
得
る
は
ず
も
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
蓮
大
聖
人
は
出
世
の
本
懐
と
し

て
、
自
分
の
身
を
持

っ
て
、
末
法

一
切
衆
生
に
、
久
遠
元
初
無
始

の
法
を
示
し
た
の
で
あ
っ
て
、　
一
切
衆
生
成
仏
の
法
の
源
に
は
な

れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

又
、
戒
旦
の
本
尊
は
、
そ
の
法
を
表
す
為
の
本
尊
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
源
に
は
な
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
と
し
て
あ
げ
た

て
ま
つ
ら
れ
る
こ
と
を
目
的
に
仏
が
出
世
し
た
り
、
本
尊
を

一
切

衆
生
の
心
か
ら
外
れ
て
、
そ
の
物
体
を
出
世
の
本
懐
と
し
て
表
わ

す
為
に
出
世
し
た
仏
な
ど
い
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
の
竜
の
回
の
法
難
を
、
発
述
顕
本
と
拝
し
ま
す
が
、

こ
れ
は
仏

（
日
蓮
大
聖
人
）
の
側
に
立

っ
た
、
久
遠
元
初
無
始
の

人
法

一
箇
で
あ
り
ま
す
。
弘
安
二
年
の
熱
原
法
難
を
通
じ
て
、
日

蓮
大
聖
人
は
、
衆
生
の
側
の
発
逃
顕
本

（多
宝
如
来
が
身
を
も

っ

て
こ
の
法
を
証
明
す
る
よ
う
に
）
、
幼
い
時
か
ら
修
行
し
て
来
た
、

僧
侶
の
立
場
で
は
な
く
、　
一
文
不
通
の
、
信
仰
の
自
由
も
、
生
き

る
自
由
も
な
い
弱
い
立
場
の
農
民
が
、
日
興
上
人
を
手
継
ぎ
の
師

匠
と
し
て
、
信
仰
に
入
り
、
日
蓮
大
聖
人
に
御
合
い
し
た
こ
と
も

な
く
、
日
浅
く
本
尊
の
受
持
も
か
な
わ
な
い
、
末
法
の
荒
凡
夫
が
、

妙
法
蓮
華
経
の
為
に
、
死
の
結
末
を
避
け
ず
、
妙
法
蓮
華
経
通
り

に
生
き
抜
い
た
姿
に
、
末
法

一
切
衆
生
成
仏
の
確
認
を
得
ら
れ
、

弘
安
二
年
、
戒
旦
の
本
尊
を
御
認
め
に
な

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

近
年
、
い
つ
頃
か
、
建
長
五
年
四
月
廿
八
日
を
、
字
旨
建
立
会

と
称
し
て
い
ま
す
が
、
四
月
廿
八
日
は
法
華
経
の
南
無
妙
法
蓮
華

経
を
中
心
に
据
え
た
と
い
う
意
味
の
、
あ
く
ま
で
も
立
教
開
宗
で

あ

っ
て
、
四
月
廿
八
日
に
、
宗
旨
の
建
立
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。
も
し
こ
の
日
を
宗
旨
と
い
う
な
ら
ば
、
真
言
宗
批
判

も
し
て
い
な
い
。
天
台
宗
批
判
も
し
て
い
な
い
。
本
尊
も
表
わ
し

て
い
な
い
。
法
華
身
読
も
し
て
い
な
い
。
師
弟

一
箇
す
べ
き
弟
子

も
い
な
い
で
、
宗
旨
を
建
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
の
上
、
他
の
日
蓮
宗
も
、
こ
の
日
を
宗
旨
建
立
と
称
し

て
い
ま
す
が
、
他
の
日
蓮
宗
系
と
富
士
門
の
宗
旨
は
同
じ
だ
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
富
士
門
の
宗
旨
は
弘
安
二
年
、
そ
れ
も
こ
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の
年
に
限
定
さ
れ
て
勃
発
し
た
と
理
解
さ
れ
る
熱
原
法
難
で
は
な

く
、
日
興
上
人
が
四
十
九
院
を
出
ら
れ
た
弘
長
元
年
よ
り
、
四
十

九
院
、
実
相
寺
に
縁
す
る
人
々
に
折
伏
教
化
し
て
来
た
、
そ
の
結

果
に
表
面
化
し
た
も
の
が
宗
旨
の
建
立
で
あ
る
。
弘
安
二
年
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
日
興
上
人
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
こ
の

宗
旨
を
守
ら
ん
が
為
に
、
身
延
を
離
山
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
を

『宗
旨
建
立
』
と
称
す
る
愚
を
、
富

士
門
流
は
、
速
や
か
に
改
め
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

血
脈
法
水
の
源
は
、
久
遠
元
初
無
始
の
法
。
そ
の
本
所
は
己
心

の
仏
界
、
己
心
の
本
尊
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
蓮
大
聖
人
の

振
舞
い
な
く
し
て
、
名
字
即
に
信
を
立
て
、
己
心
の
仏
界
を
悟
る

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
必
ず
、
師
分
と
し
て
の
、
日
蓮
大
聖
人
の

法
華
経
身
読
の
過
程
ヽ
弟
子
分
と
し
て
の
、
熱
原
法
難
の
過
程
、

こ
の
こ
と
を
外
し
て
、
了
因
仏
性
と
、
身
に
体
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

「観
心
本
尊
抄
送
抄
」

（全
２５５
Ｐ
）

仏
滅
後
二
千
三
百
二
十
余
年
未
だ
此
の
書
の
心
有
ら
ず
、
国
難

を
顧
み
ず
五
五
百
歳
を
期
し
て
之
を
演
説
す
乞
い
願
く
ば

一
見

を
歴
る
の
輩
は
師
弟
共
に
霊
山
浄
土
に
詣
で
て
三
仏
の
顔
貌
を

拝
見
し
た
て
ま
つ
ら
ん

と
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

六
、
血
脈
の
中
に
お
け
る
貫
主
の
位
置

こ
う
し
て
見
て
来
る
と
、
時
代
時
代
の
貫
主
と
は
ど
う
い
う
立

場
な
の
か
と
い
え
ば
。

血
脈
法
水
の
源
で
あ
る
、
久
遠
元
初
無
始
の
法

（衆
生
の
己
心

の
仏
界
）
を
根
本
に
、
日
蓮
大
聖
人
の
法
華
経
身
読
、
熱
原
法
難

の
師
弟

一
箇
の
姿
を
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
率
先
垂
範
し
て
、

組
織
運
営
者
と
し
て
の
、
政
治
的
懸
引
き
や
妥
協
で
は
な
く
、
謗

法
厳
戒
を
旨
と
し
た
、
成
仏
へ
の
道
に
外
れ
ず
に
手
本
と
な
る
人

間
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
貫
主
も
全
て
、
末
法
の

荒
凡
夫
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
完
全
無
欠
な
人
格
を
求
め
る
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

「如
説
修
行
抄
」

（全
５０‐
Ｐ
）

末
法
今
の
時
は
教
機
時
当
来
す
と
い
え
ど
も
其
の
師
を
尋
ぬ
れ

ば
凡
師
な
り
、
弟
子
又
、
闘
評
堅
固
、
白
法
隠
没
、
一量
母
強
盛

の
悪
人
等
な
り

と
示
さ
れ
る
通
り
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
た
だ

一
点
、
仏
法
の

上
に
お
い
て
、
世
の
流
れ
や
、
自
分
の
都
合
で
己
義
を
構
え
る
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
衆
生
が
ど

こ
に
信
を
立
て
る
べ
き
な
の
か
を
見
失
し
な
い
、　
一
切
衆
生
成
仏

の
道
を
塞
ぐ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
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「
化
儀
抄
」

（学
林
２５
Ｐ
）

一
、
手
続
の
師
匠
の
所
は
三
世
の
諸
仏
、
高
祖
已
来
、
代
々
上

人
の
も
ぬ
け
ら
れ
た
る
故
に
、
師
匠
の
所
を
能
く
能
く
取
り
定

め
て
信
を
取
る
べ
し
、
又
我
が
弟
子
も
此
の
如
く
我
に
信
を
取

る
べ
し
、
此
の
時
は
、
何
れ
も
妙
法
蓮
華
経
の
色
心
に
し
て
全

く

一
仏
な
り
、
是
れ
を
即
身
成
仏
と
云
う
な
り
云
々
。

「
化
儀
抄
」

（学
林
３‐
Ｐ
）

一
、
信
者
門
徒
よ
り
来
る

一
切
の
酒
を
ば
、
当
住
持
始
め
ら
る

べ
し
、
只
、
月
見
、
三
度
の
花
見
等
計
り
児
の
始
め
ら
る
る
な

り
、
其
の
故
は
三
世
の
諸
仏
高
祖
開
山
も
当
住
持
の
所
に
も
ぬ

け
ら
れ
た
る
所
な
る
が
故
に
、
事
に
仏
法
の
志
を
高
祖
開
山
日

目
上
人
の
受
け
給
う
姿
な
り
。

こ
の

「
も
ぬ
け
」
と
は
、
抜
け
殻
と
い
う
意
味

で
あ
り
ま
す
。

抜
け
殻
は
役
目
が
終

っ
た
後
の
呼
称
で
身
が
入

っ
て
い
る
間
は
、

本
体
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
箱

と
中
味
。
中
味
が
貴
重
で
あ
れ
ば
、
「
袋
汚
な
し
と
て
、
黄
金
捨

つ
る
べ
か
ら
ず
」
で
、
汚
な
い
袋
自
体
も
貴
重
品
で
あ
り
ま
す
が
、

黄
金
が
出
さ
れ
れ
ば
、
た
だ
の
汚
い
袋
で
あ
り
ま
す
。
ト
ン
ネ
ル

等
も
、
大
き
な

「
も
ぬ
け
」
で
、
穴
が
あ
い
て
、
人
や
車
を
通
す

こ
と
に
、
ト
ン
ネ
ル
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
穴
が

つ
ま

っ
て
い
て

は
、
た
だ
の
壁
で
、
迷
惑
な
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
廻
り
の
土
や
、

岩
石
か
ら
道
を
守
り
、
交
通
を
便
利
に
す
る
。

貫
主
の
貫
は

「
も
ぬ
け
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ト

ン
ネ
ル
を
ま

っ
す
ぐ
覗
け
ば
、
必
ず
久
遠
元
初
無
始
の
法

（己
心

の
仏
界
）
に
至
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
（
ト
ン

ネ
ル
の
貫
主
が
偉
い
の
で
は
な
く
、
何
ん
の
法
を
貫
き
通
す
か
が
、

そ
の
役
割
り
な
の
で
あ
り
ま
す
。

故
に
、
常
に
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
振
舞
、
御
法
門

に
照
し
た
、

法
華
経
の
行
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
前
任
者

が
曲

っ
て
い
た
ら
、
法
に
照
し
、
破
折
し
、
修
正
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
が
貫
主
で
あ
り
ま
す
。
六
十
六
人
が
全
部
日
蓮
大
聖
人

だ

っ
た
と
い
う
考
え
や
、
日
精
上
人
は
謗
法
で
は
な
か

っ
た
。
貫

主
に
な
る
前
は
釈
迦
仏
を
本
尊
と
し
て
い
た
け
れ
ど
も
等
と
、
愚

に
も

つ
か
な
い
弁
解
を
し
て
い
ま
す
が
、
釈
迦
仏
を
本
尊
と
し
て

い
た
者
が
貫
主
に
な

っ
て
し
ま
う
ほ
ど
大
名
寺
は
混
乱
し
て
い
た

こ
と
を
深
く
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
り
ま
す
。

久
遠
元
初
無
始
の
法
を
、
そ
の
身
に
貫
か
ず
し
て
、
前
任
者
、

前
任
者
の
言
動
を
貫
い
て
行
く
内
に
、
久
遠
元
初
の
法
が
分
ら
な

く
な

っ
て
し
ま
う
愚
を
犯
す
の
で
あ
り
ま
す
。

大
石
寺
側
に
い
る
人
々
は
必
ず

「
御
本
尊
七
ケ
相
承
」

（新
定
三
巻

２７２
Ｐ
）

日
蓮
在
御
判
と
嫡
々
代
々
卜書
夕
べ
し
と
の
給
う
事
如
何
。
師
′
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日
ク深
秘
也
、
代
々
ノ
聖
人
悉
ク
日
蓮
と
申
ス意
也
。

を
挙
げ
て
、
だ
か
ら
代
々
の
貫
主
が
日
蓮
大
聖
人
だ
と
い
い
ま

す
。
し
か
し
こ
の
御
文
も
、
日
有
上
人
の
い
わ
れ
る

「
も
ぬ
け
」

の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「
化
儀
抄
」

（学
林
２６
Ｐ
）

一
、
行
肺
、
行
儀
の
所
は
信
心
な
り
、
妙
法
蓮
華
経
な
り
、
而

る
に
高
祖
、
開
山
の
内
証
も
妙
法
蓮
華
経
な
り
、
而
る
に
行
林

の
人
を
ば
崇
敬
す
べ
き
事
な
り
云
云
。

の
御
文
を
拝
見
し
て
も
、
日
蓮
大
聖
人
の
生
れ
変
り
と
自
讃
す

る
前
に
、
妙
法
蓮
華
経
に
貫
主
自
身
の
生
き
方
が
重

っ
て
い
る
か

ど
う
か
、
自
身
が
成
仏
出
来
る
、
行
林
行
儀
を
持

っ
た
信
仰
者
で

あ
る
か
否
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

阿
部
師
は
、

「
大
日
蓮

５４８
号
」

（平
成
三
年
八
月
廿
四
日
行
学
講
習
会
閉
講
式
）

私
自
身
、
血
脈
を
お
受
け
し
て
、
大
聖
人
様
以
来
の
御
指
南
を
特

別
な
意
味
に
お
い
て
も
拝
受
し
て
お
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
か
ら

私
が
大
聖
人
の
御
法
を
全
部
掴
ん
で
お

っ
て
、
『
私
が
現
在
の
大

聖
人
様
で
あ
る
』
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
毛
頭
思

っ
て
い
な
い
。

そ
ん
な
こ
と
を
思

っ
た
な
ら
ば
、
私
自
身
、
大
謗
法
で
あ
る
。
御

本
仏
様
の
深
く
尊
い
教
え
に
つ
い
て
、
凡
夫
が
簡
単
に

『
私
が
全

部
掴
ん
だ
。
こ
れ
か
ら
は
私
が
代
わ

っ
て
教
え
る
ん
だ
』
な
ど
と

考
え
る
こ
と
自
体
が
大
き
な
増
上
慢
で
あ
り
、
そ
う
い
う
考
え
方

が
元
に
な
る
と
色
々
な
誤
り
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
様
に
、
歯
切
れ
の
悪
い

「
毛
頭
思

っ
て
い
な
い
。
」
と
い

う
発
言
を
し
た
か
ら
、
そ
う
い
う
批
判
は
中
傷
だ
と
い
う
の
で
あ

り
ま
す
が
、
阿
部
師
の
発
言
内
容
が
ど
う
こ
う
で
は
な
く
、
阿
部

師
自
身
の
生
き
方
が
、
現
代
の
日
蓮
大
聖
人
に
な
り
切

っ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
現
代
の
大
聖
人
様
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
毛
頭
思

っ
て

い
な
い
。」
と
言
う
な
ら
ば
、
阿
部
師
自
か
ら
が
、
日
蓮
大
聖
人

の
法
門
上
、
貫
主
と
は
ど
の
様
な
立
場
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
明

白
に
し
て
、
故
に
時
の
貫
主
は
日
蓮
大
聖
人
で
は
な
く
、
そ
う
思

う
者
も
謗
法
で
あ
る
と
、
理
論
を
も

っ
て
示
し
て
こ
そ
、
弁
明
、

弁
解
と
い
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
否
定
だ
け
し
て
、
法
門
上
の
立

場
を
明
白
に
せ
ず
、
そ
れ
ば
か
り
か

「
大
日
蓮

４‐４
号
」

（昭
和
五
十
五
年
七
月
四
日
全
国
教
師
指
導
会
）

阿
部
日
顕
個
人
で
は
な
く
、
唯
受

一
人
の
血
脈
を
紹
継
す
る
う

え
か
ら
中
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
主
の
心
に
背
い
て
唱
え
る
題

日
は
、
功
徳
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
だ
け
は
は
っ
き
り
と
申
し

上
げ
て
お
き
ま
す
。
で
す
か
ら

『
法
主
に
も
誤
り
は
あ
る
ん
だ
』

な
ど
と
い
う
こ
と
を
信
者
に
言
い
ふ
ら
す
僧
侶
も
、
ま
た
、
そ

れ
を
信
じ
て
平
気
で
法
主
を
誹
謗
す
る
よ
う
な
信
徒
も
同
じ
く
、
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そ
う
い
う
人
の
唱
え
る
お
題
目
に
は
功
徳
は
な
い
、
と
私
は

申
し
上
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
日
蓮
大
聖
人
を
も
越
え
る
慢
心
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

「
松
野
殿
御
返
事
」

（全
田
Ｐ
）

聖
人
の
唱
え
さ
せ
給
う
題
目
の
功
徳
と
、
我
等
が
唱
え
中
す
題

目
の
功
徳
と
、
何
程
の
多
少
候
べ
き
や
、
と
云
々
更
に
勝
劣
あ

る
べ
か
ら
ず
候
。
其
の
故
は
愚
者
の
持
ち
た
る
金
も
、
智
者
の

持
ち
た
る
金
も
愚
者
の
然
せ
る
火
も
智
者
の
然
せ
る
火
も
其
の

差
別
な
き
な
り
。
但
し
経
文
の
心
に
背
き
て
唱
え
ば
其
の
差
別

有
る
べ
き
な
り
。

と
の
、
「
経
文
の
心
に
背
き
て
唱
え
ば
其
の
差
有
る
べ
き
な
り
」

の
、
謗
法
が
あ
れ
ば
と
い
う
、
日
蓮
大
聖
人
自
身
を
二
の
次
に
、

法
を
中
心
に
し
た
、
依
法
不
依
人
の
上
か
ら
、
日
蓮
大
聖
人
は
阿

部
師
と
違

っ
た
こ
と
を
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

阿
部
師
は
、
貫
主
は
、
完
全
に
久
遠
元
初
無
始
の
法
に
か
な

っ

て
無
謬
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
、
自
分
は
日
蓮
大
聖
人
で
あ
る
と

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

時
の
貫
主
に
認
証
、
認
可
を
し
て
も
ら

っ
て
、
成
仏
す
る
の
で

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

久
遠
元
初
無
始
の
法
の
有
無
。
己
心
の
仏
界
の
有
無
を
、
時
の

貫
主
が
判
定
し
た
り
、
決
定
し
た
り
、
与
え
た
り
、
奪

っ
た
り
す

る
も
の
で
は
な
く
、
本
然
と
し
て
そ
な
わ

っ
て
い
る
も
の
な
の
で

あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
に
権
威
権
力
は
い
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

貫
主
も
元
来

「
も
ぬ
け
」
と
共
通
す
る
。
手
継
ぎ
の
師
の

一
分

で
あ
り
ま
す
。
手
継
ぎ
の
師
と
は
、
衆
生
の
手
と
久
遠
元
初
無
始

の
法
に
人
法

一
箇
さ
れ
た
、
日
蓮
大
聖
人
の
手
を
継
ぎ
合
せ
、
成

仏
を
遂
げ
て
も
ら
う
為
の
師
が
手
継
ぎ
の
師
で
あ
り
、
三
者
の
内

証
は
妙
法
蓮
華
経
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
手
継
ぎ
の
師
が
、
政
治
的

な
組
織
運
営
に
関
す
る
考
え
方
迄
、
信
仰
と
混
同
し
て
、
私
の
考

え
に
背
く
な
ら
ば
手
を
継
い
で
や
ら
な
い
と
、
信
仰
の
邪
魔
を
す

る
ほ
ど
、
醜
悪
な
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
貫
主
自
身
が
日
蓮

大
聖
人
よ
り
手
を
切
ら
れ
て
い
る
状
態
を
分

っ
て
い
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

極
め
付
け
の
阿
部
師
の
謗
法
は
、

「大
日
蓮

４３５
号
」

（昭
和
５７
年
二
月
汁

一
日
第
二
回
非
教
師
指
導

〈
〓
）も

し
も
日
達
上
人
が
相
承
を
な
さ
ら
な
か

っ
た
と
す
れ
ば
、
ど

う
な
り
ま
す
か
。
仏
法
は
絶
え
た
こ
と
に
な
る
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
日
達
上
人
が
も
し
も
そ
の
こ
と
を
な
さ
ら
な
い
で
御
遷

化
に
な

っ
た
な
ら
ば
、
本
当
に
、
仏
法
は
な
く
な

っ
て
い
る
わ
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け
な
の
で
す
。

「
報
恩
抄
」

（全
３２９
Ｐ
）

日
蓮
が
慈
悲
噴
大
な
ら
ば
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
万
年
の
外
未
来

ま
で
も
な
が
る
べ
し
、
日
本
国
の

一
切
衆
生
の
盲
目
を
ひ
ら
け

る
功
徳
あ
り
無
間
地
獄
の
道
を
ふ
さ
ぎ
ぬ

何
故
、
相
承
が
な
か

っ
た
と
し
た
ら
、
久
遠
元
初
無
始
の
法
、

大
聖
人
の
法
華
経
身
読
、
発
述
顕
本
、
熱
原
法
難
、
戒
旦
本
尊
図

顕
等
々
の
、
久
遠
元
初
無
始
の
法
を
人
法

一
箇
と
し
て
、
顕
わ
さ

れ
た
未
曽
有
唯

一
の
振
舞
い
が
、
何
故
無
く
な
る
と
い
え
る
の
で

し
ょ
う
か
。
阿
部
師
の
主
張
は
、
日
蓮
正
宗
の
宗
旨
と
は
、
貫
主

で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。

た
と
え
、
戒
旦
の
本
尊
が
消
滅
し
た
と
し
て
も
、
「
日
蓮
が
慈

悲
噴
大
な
ら
ば
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
万
年
外
未
来
ま
で
も
な
が

る
べ
し
」
の
、
日
蓮
大
聖
人
が
示
し
顕
わ
し
た
久
遠
元
初
無
始
の

法
が
絶
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

阿
部
師
自
身
も
幼
い
時
か
ら
の
貫
主
絶
対
の
迷
信
に
対
す
る
信

奉
者
と
し
て
、
日
達
上
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
時
、
嘘
で
も
自
分
が

名
乗
り
出
な
い
と
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
が
絶
え
て
し
ま
う
と
、

犠
牲
的
精
神
か
ら
貫
主
を
詐
称
し
た
と
思
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

加
え
て
、
貫
主
の
権
威
を
高
め
る
上
で
、
時
の
貫
主
が
所
持
厳

護
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
、
戒
旦
の
本
尊
に
御
目
通
り
し

な
け
れ
ば
、
血
脈
法
水
が
流
れ
な
い
と
い
う
。　
一
切
衆
生
成
仏
の

為
に
示
し
顕
わ
さ
れ
た
戒
旦
の
本
尊
が
、
歴
代
貫
主
の
付
法
の
深

義
と
云
わ
れ
、
貫
主
の
権
能
と
所
有
物
の
様
に
思
わ
れ
て
行
く
愚

か
さ
。
又
、
大
石
寺
に
所
属
し
て
い
な
け
れ
ば
、
血
脈
法
水
は
流

れ
な
い
と
か
、
ひ
ど
い
解
釈
に
な
る
と
、
戒
旦
の
本
尊
は

「
日
蓮

が
魂
を
墨
に
染
め
流
し
て
書
き
て
候
ぞ
」
の
本
尊
だ
か
ら
、
戒
旦

の
本
尊
に
全
て
が
納
ま
り
、
日
蓮
大
聖
人
は
空
の
立
場
で
、
戒
旦

本
尊
が
中
心
で
あ
り
、
戒
旦
本
尊
よ
り
血
脈
法
水
が
流
れ
る
の
で

あ
る
と
解
釈
を
立
て
る
人
が
い
ま
す
。　
一
切
衆
生
成
仏
の
証
し
と

し
て
顕
わ
さ
れ
た
本
尊
に
、
御
目
通
り
出
来
な
い
人
は
成
仏
出
来

な
い
。
御
目
通
り
し
な
け
れ
ば
己
心
の
仏
界
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
、
戒
旦
の
本
尊
と
は
、
何
ん
と
偏
狭
な
、

一
切
衆
生
成

仏
の
道
を
差
別
し
、
閉
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
石
寺
の
人
々
は
、
血
脈
法
水
の
源
を
何
と
心
得
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
あ
る
時
は
戒
旦
の
本
尊
と
い
い
。
あ
る
時
は
日
蓮
大
聖

人
と
い
い
、
あ
る
時
は
、
戒
旦
や
、
大
聖
人
よ
り
も
、
時
の
貫
主

が
偉
い
と
い
い
。
何
を
持

っ
て
成
仏
を
志
す
の
か
分
ら
な
い
、
行

き
当
た
り
ば
っ
た
り
の
浮
き
草
の
信
仰
な
の
で
あ
り
ま
す
。

七
、
む
す
び

前
章
か
ら
申
し
上
げ
て
来
た
よ
う
に
、
私
達
末
法
の
凡
夫
は
、
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本
尊
を
拝
し
、
本
来
の
本
尊
の
在
所
で
あ
る
己
心
の
仏
界
、
己
心

の
本
尊
に
日
覚
め
る
為
に
名
字
即
に
信
を
立
て
る
の
で
あ
り
ま
す
。

戒
旦
の
本
尊
を
拝
し
、
こ
の
本
尊
が
顕
さ
れ
た
、
久
遠
元
初
無

始
の
人
法

一
箇
の

一
切
衆
生
成
仏
を
確
証
さ
れ
た
、
熱
原
の
師
弟

一
箇
の
姿
を
、
我
々
が
信
仰
の
手
本
と
し
て
拝
し
た
時
。
は
じ
め

て
私
達
は
、
戒
旦
本
尊
が
顕
わ
さ
れ
た
魂
塊
に
御
目
通
り
し
た
と

言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
五
十
年
、
私
が
、
番
役
と
し
て
正
本
堂
三
階
席
の

一
番
う

し
ろ
で
御
開
扉
に
立
ち
合

っ
た
時
。
御
経
が
は
じ
ま
る
や
、
や
お

ら
、
便
箋
ぐ
ら
い
の
紙
に
、
び

っ
し
り
書
き
連
ね
た
願
い
事
を
、

御
経
そ
っ
ち
の
け
で
繰
り
返
し
読
み
上
げ
て
い
る
人
を
見
ま
し
た
。

又
退
場
す
る
時
、
「
ば

っ
ち
り
願

っ
て
来
た
。
」
「
あ
―
―

一
つ
御

願
い
す
る
の
忘
れ
て
た
、
今
か
ら
で
も
効
く
か
し
ら

（振
り
返

っ

て
）
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
こ
う
い
う
場
面
を
見
た
。
私
は
、
御
開

一扉
が
こ
ん
な
状
態
に
な

っ
て
い
る
よ
う
で
は
狂

っ
て
い
る
と
、
暗

清
た
る
気
持
を
抱
き
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
戒
旦
の
本
尊
は
、
本
尊
の
中
で

一
番
効
め
の
強
い
本

尊
だ
、
ぐ
ら
い
に
考
え
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

戒
旦
の
本
尊
が
、
ど
の
様
な
因
縁
に
よ

っ
て

一
切
衆
生
に
示
さ

れ
、
何
を

一
切
衆
生
に
伝
え
ん
と
し
て
い
る
の
か
を
心
か
ら
拝
し

よ
う
と
し
て
い
る
人
々
は
皆
目
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

創
価
学
会
が
ど
う
こ
う
で
は
な
く
、
御
囲
屏
す
る
僧
侶
自
身
が
、

本
尊
の
姿
形
の
み
を
議
論
し
、
自
分
達
の
権
威
権
力
に
利
用
し
、

生
活
の
種
に
し
て
、
戒
旦
の
本
尊
の
心
を
拝
す
る
と
い
う
こ
と
を

忘
却
し
て
来
た
為
に
、
今
日
の
混
乱
は
当
然
の
帰
結
と
い
え
る
の

で
あ
り
ま
す
。

万
物
が
壊
れ
る
道
理
で
あ

っ
て
も
、
戒
旦
の
本
尊
だ
け
は
、
そ

の
道
理
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
者
は
謗

法
で
あ
る
。
壊
れ
な
い
と
考
え
な
い
こ
と
が
信
心
で
あ
る
。
と
、

言
い
続
け
て
い
る
だ
け
で
、
成
仏
出
来
る
者
が
い
る
で
し
ょ
う
か
？

日
蓮
大
聖
人
は
、
そ
ん
な
珍
腐
な
法
門
の
為
に
生
涯
を
送
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

ど
れ
ほ
ど
の
人
間
が
、
何
千
回
も
の
御
開
扉
を
受
け
よ
う
と
、

了
因
仏
性
と
し
て
、
己
心
の
仏
界
を
拝
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
者
は
、

久
遠
元
初
無
始
の
法
を
拝
す
る
こ
と
も
、
そ
の
手
本
を
示
さ
れ
た

日
蓮
大
聖
人
の
心
に
も
縁
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

全
て
の
事
柄
に

「
一
切
衆
生
成
仏
」
と
い
う
、
仏
の
願
目
で
あ

る
光
を
あ
て
て
、
ヨ

切
衆
生
成
仏
」
に
障
り
を
生
じ
る
も
の
は
、

全
て
、
今
日
的
解
釈
に
誤
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
、
検

証
し
な
お
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

久
遠
元
初
無
始
の
法
も
、
釈
尊
は
じ
め
、
日
蓮
大
聖
人
、　
一
切

の
諸
仏
諸
菩
薩
の
出
世
の
題
目
も
、
全
て

「
一
切
衆
生
成
仏
」
に
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あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

も
う
良
い
加
減
に
、
家
元
制
の
様
な
、
秘
密
結
社
の
内
部
規
約

の
よ
う
な
、
貫
主
絶
対
無
謬
論
や
戒
旦
絶
対
の
迷
信
か
ら
目
覚
め

な
け
れ
ば
、
己
心
の
仏
界
を
開
く
こ
と
が
出
来
ず
、
不
成
仏
の
道

を
歩
く
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。

今
で
も
、
阿
部
師
は
じ
め
、
大
石
寺
の
衆
が
、
「
不
相
伝

の
輩

に
何
が
分
る
」
と
、
権
威
権
力
を
振
り
廻
す
こ
と
が
、
正
し
い
信

心
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

一
、
何
ん
の
為
に
仏
法
が
あ
る
の
か

二
、
血
脈
法
水
の
源
と
は
何
か

三
、
血
脈
の
中
に
お
け
る
大
聖
人
の
位
置

四
、
血
脈
の
中
に
お
け
る
本
尊
の
位
置

五
、
血
脈
の
中
に
お
け
る
貫
主
の
位
置

以
上
五
点
を
思
考
明
示
し
て
、

一
切
衆
生
成
仏
の
為
、
法
論
じ

よ
う
で
は
な
い
か
。


