
経
本
作
製
の
い
き
さ
つ

現
在
の
宗
門
の
混
乱
は
創
価
学
会
の
謗
法
問
題
に
あ
る
と

一
般
に
は
見
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
か
う

な
る
必
然
は
邊
か
以
前
か
ら
胚
胎
し
て
ゐ
た
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
御
書
の
指
南

も
先
師
の
遺
誠
も
時
代
の
趨
勢
の
前
に
は
い
と
も
簡
単
に
改
変
し
て
き
た
宗
門
の
歴
史
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。　
一
々
の
事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
し
そ
の
任
で
は
な
い
の
で
と
ど
め
る
が
、　
一

ツ
現
今
の
勤
行
の
形
式
に
も
そ
れ
は
云

へ
る
と
思
ふ
。
端
的
に
云
へ
ば
方
便
品
の
長
行
を
読
ま
な

く
な
つ
た
こ
と
で
あ
る
。

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
が
日
常
の
行
儀
と
し
て
寿
量
品
と
共
に
方
便
品
の
長
行

（世
雄
偶
）
を
も
読

ま
れ
た
こ
と
は
檀
越
に
そ
れ
を
勧
奨
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
は
ち

『月
水
御
書
』
に

常
の
御
所
作
に
は
方
使
品
の
長
行
と
寿
―ＩＬ
品
の
長
行
と
を
習
ひ
説
ま
せ
給
ひ
候

へ

と
あ
る
。

「常
の
御
所
作
」
と
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
日
常

‐―リー
タ
め
勤
行
の
こ
と
で
あ
る
。
ま

た

、
「曽
谷
人
道
殿
御
返
事
‐．．
に
も

方
便
品
の
長
行
書
進
せ
候
。
先
に
進
せ
候
し
自
我
偶
に
相
副
て
読
み
た
ま
ふ
べ
し

と
あ
る
こ
と
に
よ

つ
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
。

ま
た
第
二
祖
Ｈ
興
１１
人
も
大
聖
人
の
行
儀
を
継
小
さ
れ
た
こ
と
は
遺
誠
――
頭
の

「宙
十
の
主
義

聯
か
も
先
師
の
御
弘
近
に
違
せ
ぎ
る
事
」
の
宣
言
に
よ

つ
て
も
疑
ひ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

「
五

人
所
破
抄
」
に
天
Ｈ
か
ら

「宮
山
宣
し
と
雖
も
亦
過
失
あ
り
、
述
円
を
破
し
午
ら
方
便
品
を
説
む

こ
と
既
に
自
語
相
違
せ
り
」
と
難
詰
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
無
論
、
卜
如
ま
で
で

は
な
く
長
行
ま
で
読
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
次
の
逸
話
が
そ
れ
を
示
し
て
ゐ
る
。

『
大
石
記
』

（
旧
版

‐理
晶
士
宗
学
要
集
号
所
載
〉
と
云
ふ
士
写
本
一に
―
―
―
―
―
‐
―
　

　

「

＝
Ｈ
■
人
は
日
興
上
人
に
仏
法
の
御
異
見
を
ば
お
申
し
あ
り
き
。
所
謂
方
便
品
の
間
三
計
り

遊
ば
し
て
広
開
三
を
あ
そ
ば
さ
ゞ
り
け
る
を
、
日
日
、
日
興
上
人

へ
御
中
し
あ
る
様
は
大
聖

人
の
御
時
己
に
遊
ば
さ
れ
候

ひ
し
に
尤
も
読
む
べ
き
に

て
候
如
何
と
、
其
時
上
人
仰
せ
に

し
か

云
く
尤
も
雨
る
べ
く
候
へ
ど
も
新
発
意
共
が
自
我
偶
を
だ
に
も
覚
え

こ
れ

ざ
る
程
に
之
を
略
し
候
。

い
　

ご

そ
れ

已
後
読
み
候
べ
し
と
其
よ
り
遊
ば
し
け
る
な
り

と
あ
る
。
意
訳
す
れ
ば

日
目
上
人
が
日
興
上
人
に
対
し
奉
り
仏
法
の
上
の
御
忠
告
を
な
さ
れ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

い
は
ゆ
る
方
便
品
の
読
誦
の
と
き
略
開
三

（十
如
是
Ｙ
の
所
ま
で
し
か
読
ま
れ
な
い
で
広
開
三

（長
行
）
を
お
読
み
な
さ
ら
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。
日
目
上
人
が
日
興
上

人
に
ど
の
や
う
に
申
上
げ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
大
聖
人
の
御
在
世
に
は
確
か
に
方
便
品
の
長



行
を
も
お
読
み
に
な
ら
れ
て
ゐ
た
の
に
此
頃
は
お
読
み
に
な
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
長
行
読
誦

に
は
と
り
は
け
意
味
が
ご
ざ
い
ま
す
の
に
ど
う
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
と
お
尋
ね
に
な
ら

れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
時

‐
、
日
興
上
人
が
答

へ
て
仰
せ
ら
れ
る
に
は
、
確
か
に
さ
う
す

る
の
が
本
当
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
は
新
入
り
の
弟
一子
た
ち
が
自
我
掲
さ
へ
暗
ん
ず
る
こ
と
が
で

き
一な
い
の
で
、
つ
い
省
略
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
も
と
の
や
う
に
読
む
こ
と
に

し
や
う
と
云
は
れ
て
、
そ
れ
か
ら
ま
た
方
便
品
の
長
行
を
読
涌
す
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
見
て
も

一
時
の
中
断
は
あ
る
が
目
師
の
諫
言
の
後
は
方
便
品
の
長
行
の
読
誦
を
常
の
行

儀
と
さ
れ
た
こ
と
は
疑
ひ
な
い
ず

ま
た
第
二
祖
の
日
目
上
人
一も
そ
れ
を
師
に
奏
す
ぐ
ら
ゐ
で
あ
る
か
ら
御
自
身
の
行
儀
に
読
ま
れ

た
こ
と
は
無
論
で
あ
る
。
　

一

こ
の
行
儀
が
Ｗ
米
連
綿
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
第
十
六
世
Ｈ
寛
上
人
の

『
六
巻
抄
』‐
第
１１
．

当
流
行
事
抄
に
伺
べ
る
。
一す
な
は
ち
　
¨

一陽
れ
、
年
当
昨
流
群
は
儀
十
如
を
計
し
、
キ
は
鷹
離
毒
需
を
誦
す
、
其
の
識
如
何
。

答
ふ
、
十
如
の
文
既
に
一
念
三
千
の
出
処
な
り
。
故
に
但
之
を
誦
す
れ
ば
其
の
義
則
ち
足
り

ぬ
。
然
り
一と
雖
も
略
開
は
正
開
顕
に
非
ず
。
故
に
一
念
三
千
猶
ほ
未
だ
明
子
な
ら
ず
。
故
に

広
開
に
至
る
な
り
。
乃
至
、
故
に
知
ん
ぬ
、
若
し
広
開
に
至
ら
ず
ん
ば
一
念
三
千
其
の
義
・働

ほ
未
だ
分
明
な
ら
ず
。
故
に
広
開
長
行
を
師
す
る
な
り
。
大
覚
抄
の
中
に
方
使
品
の
長
行
を

も
習
ひ
誦
む
べ
し
と
云
ふ
は
即
ち
広
開
の
長
行
を
指
す
な
り
。
其
の
間
に
偶
頌
有
り
と
雖
も

一比
丘
掲
の
長
篇
に
望
む
れ
ば
其
の
前
は
通
じ
て
皆
長
行
と
名
づ
く
る
な
り

と

あ

る

。

若
千
解
説
を
加

へ
れ
ば
一
方
便
品
の
十
如
是
は

一
念
三
千
の
法
門
の
出
処
で
あ
る
か
ら̈
、
そ
こ

ま
で
を
読
め
ば

一
応
の
義
は
成

，
立
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
略
開
で
あ
つ
て
広
開
で

は
な
い
。
丁
度
、
門
の
半
開
き
の
や
う
な
も
の
で
正
式
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
正
開
顕
の
長
行
を

読
む
の
で
あ
る
一
と
の
仰
せ
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
後
代
邪
智
の
者
が
い
方
便
品
は
一十
如
ま
で

が
長
行
で
あ
る
と
言
ひ
出
さ
ぬ
と
も
限
ら
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
こ
の
長
行
は
世
雄
掲
と
も
云
ひ

慣
は
さ
れ
て
ゐ
る
ぐ
ら
ゐ
で
そ
の
ほ
か
に
四
度
の
価
が
挿
人
さ
れ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら

「悩
頌
」
は

「長
行
」
に
非
ず
と
云
ふ
理
屈
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
未
然
に
遮
難
せ
ら
れ
て
、
大
中

人
の
云
は
れ

‐る
■
方
便
品
の
長
行
一
の
範
囲
は
、
最
後
部
の
比
丘
掲
と
称
さ
れ
る
長
篇
・の
掲
頌
の

前
ま
で
で
あ
る
と
懇
切
に
指
南
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
い
つ
の
頃
か
ら
で
あ
ら
う
か
こ
の
行
儀
が
漸
々
に
衰
微
し
今
で
は
す

つ
か
り
滅
ん
で
し

ま
つ
た
。
一昭
和
三
十
年
頃
ま
で
は
本
宗
の
教
師
昇
格
試
験
に
世
雄
偶
の
音
読
が
科
目
に
入
つ
て
い

た
と
云
ふ
か
・ら
、
そ
れ
己
前
の
人
は
何
と
か
読
め
る
が
己
後
の
教
師
は
読
め
な
い
の
で
あ
る
。



朝
夕
の
勤
行
は
イ
‐
―
心
修
行
の
基
本
で
あ
る
ぃ
そ
の
基
本
に
お
い

綿
の
伝
承
を
絶
や
し
て
し
ま
つ
て
ど
こ
が
正
統
と
云

へ
や
う
か
、

ぶ
な
ら
ば
、
基
本
の
行
儀
を

「先
師
の
御
弘
通
に
違
せ
ざ
る
」
日

だ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

私
個
人
は
そ
の
信
念
か
ら
独
り
の
勤
行
の
際
は
、
昭
和
Ｌ
年
の
六
百
五
十
遠
忌
記
念
の
施
本
の

経
本
を
た
よ
り
に
自
己
流
に
読
ん
で
ゐ
た
が
、
正
式
に
教

へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
不
安
で
あ

つ
た
。

疑
間
の
箇
所
を
先
輩
に
絶
し
て
み
た
が
人
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
違
ふ
。
塔
中
山
内
で
は
埓
が
あ
か

な
い
の
で
、
某
師
と
沼
津
の
蓮
興
寺
の
関
戸
慈
晃
師
に
伝
授
を
乞
ふ
た
。
関
戸
師
が
そ
の
方
面
に

一
家
言
を
有
し
て
ゐ
る
と
か
ね
て
風
問
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
録
音
機
を
携

へ
て
伺
が
つ
た
の

は
昭
和
五
十
年
十

一
月
十
七
日
、　
一
人
前
の
教
師
二
人
、
某
師
は
私
よ
り
十
年
先
輩
で
あ
る
が
新

‐発
章
さ
な
が

ら
二
句
ず
つ
復
唱
じ
て
伝
授
を
う
け
た
。
「自
己
流
の
誤
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
，
前
「―
―

記
の
速
忌
施
本
の
振
仮
名
の
社
撲
さ
に
は
び
つ
く
り
し
た
ぃ
し
か
し
そ
れ
以
後
は
そ
の
伝
授
に
何

の
疑
ひ
も
持

つ
こ
と
な
く

つ
い
最
近
ま
で
そ
れ
を
続
け
て
き
た
め
で
あ
る
ぃ
と
こ
ろ
が
近
年
　
１

の
お
ぉ
か
ら
、
前
記
の
速
忌
施
本
の
位
製
が
法
要
記
念
に
出
さ
れ
、
時
を
同
じ
く
Ｌ
て
苦
い
僧
侶

の
間
に
世
雄
褐
を
習
ひ
た
い
と
（バ
ふ
人
が
出
て
き
た
。
私
が
関
戸
――――‐
か
ら
世
雄
側
の
伝
授
を
受
け
、

録
青
テ
ー
プ
も
所
持
し
て
ゐ
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
て
自
分
等
も
習
ひ
た
い
と
云
ふ
。
私
は
関
戸
師

の
伝
授
の
ま
ま
を
伝

へ
れ
ば
よ
い
と
簡
単
に
考

へ
て
ゐ
た
の
で
直
ち
に
そ
の
教
授
を
引
き
受
け
た
。

折
も
折
、
た
ま
た
ま
佐
野
知
道
―――ｌｉ
か
ら
昭
和
肝
Ｌ
年
大
坊
に
て
収
録
し
た
と

バ
ふ
理
境
坊
前
住
職

の
故
落
合
慈
仁

―――――
に
よ
る
陛
雄
側
の
録
計
テ
ー
プ
を
戴
い
た
ｏ
落
合
師
も
そ
の
方
面
に
は
う
る
さ

か
つ
た
方
で
あ
る
。
聞
い
て
み
る
と
関
戸
――――‐
の
と
は
随
分
相
違
が
Ｈ
立

つ
。
落
合
師
の
は
■
忌
施

本
の
読
み
と
始
ど
同
じ
だ
つ
た
。
折
角
関
戸
師
に
よ

つ
て
遠
忌
施
本
の
流
ふ
を
払
拭
し
た
の
に
こ

れ
で
は
関
戸
師
の
読
み
に
再
検
討
を
加

へ
る
必
要
が
あ
る
。
第

一
こ
れ
で
は
他
に
自
信
を
も

つ
て

教

へ
る
事
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で

一
方
の
読
み
を
全
面
的
に
信
ず
る
の
で
は
な
く
両
者
の
読
み
を

比
較
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。
今
ま
で
自
円
の
読
み
が
正
統
で
他
宗
他
門
の
読
み
は
参
考
に
な
ら

な
い
と
考

へ
て
ゐ
た
の
で
幾
多
の
音
義
書
を
所
持
し
な
が
ら
締
く
こ
と
を
し
な
か
つ
た
が
、
そ
れ

も
参
考
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
関
戸
師
の
読
み
に
全
幅
の
信
頼
お
い
て
ゐ
た
為
に
目
に
入
ら
な

か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
気
に
な
つ
て
見
る
と
手
元
に
あ
る
明
治
初
年
に
本
宗
で
使
用
さ
れ
た

本
版
の
経
本
に
は
文
字
の
左
側
に
本
濁
新
濁
を
示
す
黒
点
が
付
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
経

本
は
も
と
池
田
の
源
立
寺
に
あ
つ
た
の
を
故
向
島
秀
浩
前
住
職
よ
り
請
ひ
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

奥
付
な
ど
な
く
発
行
年
は
不
明
だ
が
裏
面
に
観
念
文
が
肉
筆
で
書
か
れ
て
あ

つ
て
、
そ
の
四
座
の

祈
念
に

「…
別
シ
テ
ワ
御
本
山
御
営
職
日
布
御
上
人
師
、
御
隠
居
日
霧
御
上
人
師
、
日
盛
御
上
人

師
、
日
胤
御
上
人
師
等
、
御
壽
命
長
久
御
弘
通
廣
大
御
利
益
無
窮
御
祈
薦
ノ
御
為
」
と
あ
る
。
五

興 ¬ て
上 富 宗
人 士 利[

の  の  の
時 立 指
代 義 |IJ

に
ほ を

復 の 無
古 Ⅱ: 挙)古
す 統 し
べ  を  ｀

き lll卜  ilL



十
五
世
＝
布
上
人
が
当
職
で
三
隠
尊
上
人
が
在
世
さ
れ
て
ゐ
る
期
間
は
明
治
八
年
か
ら
明
治
十
八

年
で
あ
る
か
ら
当
時
使
用
の
経
本
と
わ
か
つ
た
。
振
仮
名
は
付
さ
れ
て
な
い
が
、
本
濁
新
濁
の
印

は
文
字
の
左
側
上
下
に
識
別
し
て
付
し
て
あ
る
。

「本
濁
と
は
其
の
字
本
来
の
濁
音
、例
せ
ば
『大
、

佛
、
善
』
等
の
如
し
。
新
濁
と
は
清
音
の
字
な
れ
ど
も
、
上
の
字
に
従
り
て
濁
音
に
読
む
字
、
例

せ
ば

『功
徳
、
人
間
』
等
の
如
く
下
の
字
を
云
ふ
な
り
」

（相
澤
慈
昌
、

『法
華
経
正
讀
音
義
し

ま
ず
こ
の
経
本
の
清
濁
と
関
戸
、
落
合
両
師
の
相
違
を
比
較
し
、
こ
の
経
本
の
清
濁
を
他
門
の

音
義
書
と
比
較
す
る
と
云
ふ
方
法
で
調
べ
て
み
た
。
勿
論
、
他
門
の
音
義
書
は
数
種
あ
り
、
そ
し

て
そ
れ
ぞ
れ
に
違
ふ
。

「法
華
経
は
千
数
百
年
も
の
永
い
年
月
に
わ
た
っ
て
、　
一
乗
家
に
も
三
乗

家
に
も
、
各
宗
を
通
じ
て
読
み
つ
が
れ
て
き
た
経
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
読
み
を
仔
細
に
見
て
ゆ

く
と
、
宗
派

・
流
派
の
よ
み
く
せ
、
ま
た
は
相
承

・
相
伝

の
よ
み
音
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ

っ
て
、

一
準
に
は
ゆ
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
取
捨
は
簡
単
に
決
し
が
た
い
も
の
が
あ

る
。
ま
た
時
代
音
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
法
華
音
義

書
に
は
作
者
所
属
の
系
統
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
他
の
関
係
か
ら
、
た
と
え
同
系
の
書
で
も
彼
此
全

同
で
な
い
と
こ
ろ
の
ぁ
る
こ
と
が
決
し
て
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
」

（法
華
音
義
類
衆
　
解
説
、

兜
木
正
亨
）
以
上
の
や
う
な
比
較
上
の
難
問
は
あ
つ
て
も
、
由
末
の
あ
る
読
み
で
あ
る
か
、
全
く

の
誤
り
で
あ
る
か
は
大
体
類
推
で
き
る
。
そ
の
結
果
わ
か
つ
た
事
は
、
こ
の
経
本
の
読
み
が
極
め

て
常
識
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
関
戸
、
落
合
両
師
の
説
み
と
の
相
辻
点
は
殊
に
慎
重
に
調

べ
て
み
た
が
、
ど
う
も
こ
の
経
本
の
読
み
の
方
が
正
し
い
の
で
あ
る
。

寿
量
品
の
読
み
に
も
相
違
が
あ
る
の
で
つ
い
で
に
調
べ
て
み
た
が
や
は
り
そ
の
相
違
は
わ
れ
わ

れ
の
読
み
の
方
が
誤
ま
つ
て
ゐ
る
と
し
か
思

へ
な
か
つ
た
。

ま
た
他
門
の
い
づ
れ
の
音
義
書
ど
も
全
同
で
な
い
所
か
ら
、
宗
門
独
自
の
読
み
と
考

へ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
私
は
次
の
事
例
を
見
て
も
こ
の
明
治
本
と
両
師
の
相
違
点
、
あ
る
い
は
寿
量
品
の
現

在
の

‐
―売
み
と
の
相
違
点
は
、
訛
伝

・
誤
伝
と
し
か
考

へ
ら
れ
な
い
。

世
雄
偶
の

「信
力
堅
聞
者
」
の

「者
」
を
落
合
師
は

「
シ
ヤ
」
と
読
み
後
に
頻
出
す
る
こ
の
類

の

「者
」
は

「及
余
求
仏
着
」
を
除
い
て
全
て

「
ジ
ヤ
」
と
洲
し
て
流
ん
で
ゐ
る
。
関
戸
師
は
「及

余
求
仏
者
」
以
外
全
て
を

「
ジ
ヤ
」
と
洲
す
。
明
治
本
は

「綺
」
は
全
て
清
計
で
あ
る
。
他
円
の

音
義
書
で

「
ジ
ヤ
」
と
濁
る
の
は

一
書
も
な
い
。
そ
れ
で
は

「
ジ
ヤ
」
を
濁
つ
て
読
む
の
は
本
宗

独
自
の
読
み
で
は
な
い
か
と
云
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
す
る
と
次
の
疑
間
に
逢
着
す
る
。
自

我
掲
の

「者
」
は
全
て
清
音
で
あ
る
。

「柔
和
質
直
者
」

「汝
等
有
智
者
」

「救
諸
苦
患
者
」
と

「
ジ
ヤ
」
と
読
ん
で
も
お
か
し
ぐ
な
い
。
お
か
し
く
感
ず
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
耳
慣
れ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
寿
量
品
の

「者
」
は
こ
れ
ま
た
不
可
解
で
あ
る
。

「及
不
著
者
」
「徳
薄
垢
重
者
」
「及

滅
度
者
」

「或
不
見
者
」

「或
不
失
者
」

「若
父
在
者
」

「虚
妄
過
者
」
は
清
音
、
「不
失
心
者
」



「余
失
心
考
」

「今
者
捨
我
」
は
洲
計
と

ム
ふ
乱
れ
方
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の

「者
」
に
関
し
て
は
明
治
本
、
音
義
書
は
全
て
清
音
で
あ
る
。
ま
た
清
音
に
読
ん
で

読
み
に
く
い
所
な
ど

一
箇
所
も
な
い
。

「者
」
の
読
み
の
混
乱
の
理
由
は
次
の
や
う
に
考

へ
ら
れ

る
。

つ
ま
り
自
我
偽
は
自
他
宗
を
間
は
ず
最
も
よ
く
読
ま
れ
て
き
た
の
で
訛
伝
の
余
地
が
な
か
つ

た
の
だ
た
．
そ
卜
て
方
便
品
ち
好
―‐ｔ
品

‐―，
自
我
側
に
比
せ
ば
そ
の
読
雨

の
順
度
は
持
し
く
お
ち
ろ

の
で
恣
意
的
に
読
ま
れ
や
す
く
そ
こ
に
訛
伝
誤
伝
の
入
り
こ
む
間
隙
が
あ

つ
た
の
だ
と
。
こ
れ
は

方
便
品
の
十
如
ま
で
の
読
み
が
明
治
本
と
全
同
で
あ
る
こ
と
で
も
立
証
で
き
る
と
思
ふ
。

そ
れ
で
も
な
ほ

「者
」
の
読
み
の
混
乱
を
訛
伝
で
は
な
く
区
別
だ
と
思
は
れ
る
向
き
が
あ
る
か

と
思
ふ
。
そ
れ
は

「知
共
限
数
」

「井
算
数
所
知
」
の
や
う
に
同
じ
字
を
清
濁
を
区
別
し
て
読
ま

せ
る
場
合
が
多

々
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
単
語
と
熟
語
の
相
違
で
あ
る
。

「算
数
」

は
熟
語
で
あ
る
が
、

「限
数
」
と
云
ふ
熟
語
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
意
味
の
相
違
に
つ
い

て
織
み
方
を
変

へ
る
場
合
が
あ
る
。
例

へ
ば

「片
」
の
場
合
の

「チ
ヤ
ク
」
と

「ヂ
ヤ
ク
」
と
か

「唯
」
の
字
を

「イ
イ
」
あ
る
い
は

「
ユ
イ
」
と
区
別
す
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
や

う
な
例
と

「措
」
は
比
崚
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
先
に
あ
げ
た

「綺
」
は
全
て
単

‥
―――
で
熟

‥――
―
は

一
つ
も
な
い
。

か
う
し
た
相
違
を
知
ら
ぬ
所
か
ら
、
同

一
音
と
見
て
訛
伝
さ
れ
る
場
合
が
随
分
あ
る
や
う
に
思

ふ
。
そ
の
事
例
を
挙
げ
て
み
る
。

方
使
品
の
長
行
に

一街
諸
声
聞
衆
」

「於
諸
声
聞
衆
」
と
云
ふ
句
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
づ
れ
も

「
シ
ョ
ウ
モ
ン
ジ
ユ
」
と
就
む
の
だ
が
、
落
合
師
は
両
方
と
も

「
シ
ョ
ウ
モ
ン
シ
ユ
」
と
読
ん
で

ゐ
る
。
こ
れ
も

「人
蓄
山
衆
」

「
一
明
大
衆
」
等
は
清
計
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
同
じ
と
し
て
清

計
で
読
ん
だ
事
が

‥
―イヒ
伝
さ
れ
た
の
だ
と
思
ふ
。
こ
れ
と
て
、

「声
間
衆
」
は

『仏
教

‐
―――
辞
典
」
に

Ｉ
Ｌ藍
磁
性
―
静
曇
番
の
修
行
者
た
ち
め
仲
間
十
れ
云
ふ
意
味
が
熟
し
て
あ
る
が
、
名
菩
薩
衆
∵
と
云

ふ
熟
語
は
な
い
。
従
つ
て
読
み
が
違
ふ
の
で
あ
る
。
関
戸
師
の
両
様
の
読
み
は
、

「者
」
の
読
み

の
相
違
が
訛
伝
で
あ
る
証
明
で
も
あ
る
。

と
に
か
く
か
う
し
た
事
例
は
枚
挙
に
連
が
な
い
。
今
ま
で
に
宗
門
で
発
行
し
た
経
本
は
何
種
も

あ
る
。
そ
の
全
て
に
当
つ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
あ
た
ふ
限
り
つ
き
合
は
せ
て
み
が
、
そ
れ
ぞ
れ

に
少
し
ず

つ
違
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
辺
で
修
正
し
て
お
か
な
い
と
将
来
収
拾
が
つ
か
な
く
な
つ
て

し
ま
ふ
だ
ら
う
。
と
も
あ
れ
私
は
こ
の
明
治
本
の
正
し
さ
が
確
信
で
き
た
の
で
、
こ
れ
を
若
い
人

た
ち
の
世
雄
掲
の
勉
強
会
の
折
使
ふ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
際
ぃ
我
意
我
説
を
排

し
忠
実
に
明
治
本
の
読
み
を
復
活
し
て
み
や
う
と
思
ひ
た
ち
印
刷
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
勿
論

最
初
に
記
し
た
や
う
に
振
仮
名
は
な
い
の
で
新
仮
名
遣
ひ
を
も
つ
て
新
た
に
付
し
、
長
音
、
促
音
、

半
濁
音
に
つ
い
て
は
指
示
は
な
い
の
で
従
来
の
伝
承
に
従

つ
た
。
但
し
、
長
音
は
問
題
は
な
い
が
、



促
音
お
よ
び
半
濁
音
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
伝
承
に
不
審
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
手

立
て
が
な
い
の
で
仕
方
が
な
い
。

こ
れ
は
余
談
で
あ
る
が
、　
一
体
に
本
宗
の
読
み
は
他
門
に
比
し
て
促
音
が
多
い
。
従
つ
て
当
然

半
濁
も
多
く
な
る
。
そ
の
原
因
は
経
を
早
く
読
ん
で
き
た
こ
と
に
あ
る
と
思
ふ
。
早
く
読
ま
ね
ば

な
ら
な
か
つ
た
原
因
は
五
座
三
座
の
勤
行
式
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
読
み
が
速
け
れ
ば
音
の

乱
れ
の
発
生
は
必
然
で
あ
る
。
五
座
三
座
の
形
式
が
い
つ
か
ら
始
ま
つ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
原
初
の
形
式
で
な
い
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
形
式
の
た
め
、
長
篇
の
世
雄

掲
が
次
第
に
敬
遠
さ
れ
省
略
さ
れ
て
し
ま
つ
た
と
し
か
思

へ
な
い
の
で
あ
る
。
世
雄
偶
を
読
む
事

は
宗
祖
以
来
の
軌
範
で
あ
る
が
、
五
座
三
座
は
絶
対
の
軌
範
で
は
な
い
。
五
座
三
座
の
た
め
に
世

雄
偶
が
省
略
さ
れ
た
の
な
ら
ば
主
客
転
倒
も
甚
だ
し
い
。
勤
行
の
大
原
則
は
、
両
品
読
誦
と
唱
題

で
あ
る
。
こ
の
大
原
則
に
立
脚
し
て
い
ま
こ
そ
五
座
三
座
の
形
式
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
雄
傷
を
復
活
す
る
意
味
に
お
い
て
も
ｒ
そ
し
て
そ
れ
が
大
聖
人
の
行
儀

に
近
づ
く
意
味
に
お
い
て
も
。
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