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7３ 

鎌
倉
新
仏
教
の
祖
師
達
の
中
で
、
一
遍
（
一
一
一
三
九
’
’
一
一
八
九
）
ほ
ど
仏
教
史
研
究
の
上
で
軽
視
さ
れ
て
き
た
人
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
現
在
の
時
宗
の
教
勢
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
世
後
期
に
あ
っ
て
は
時
宗
が
最
大
級
の
教
団

を
形
成
し
、
各
方
面
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
一
遍
自
身
が
臨
終
に
際
し
て
身
の
回

り
に
あ
っ
た
書
籍
等
を
全
て
焼
い
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
自
筆
に
よ
る
教
説
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
一
遍
に
関
す
る
研
究
を
困

難
に
し
て
い
る
一
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
後
年
編
集
さ
れ
た
法
語
集
、
語
録
等
に
関
し
て
も
、
一
遍
の
教
説
を
正
し
く
伝
え
て
い
な
い

と
思
わ
れ
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
一
遍
研
究
の
根
本
資
料
と
な
る
の
は
、
没
後
十
年
に
異
母
弟
と
も
言
わ
れ
る
弟

（
１
）
 

子
の
聖
戒
が
師
の
事
蹟
を
伝
一
え
る
た
め
に
編
ん
だ
『
一
遍
聖
絵
』
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
物
は
自
然
描
写
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、

当
時
の
民
衆
の
生
活
を
詳
細
に
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
俗
学
的
に
も
価
値
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
特
筆
す
べ
き
は
収
録
さ
れ

て
い
る
和
歌
の
多
さ
で
あ
る
。
収
め
ら
れ
て
い
る
六
○
首
の
う
ち
五
○
首
近
く
が
一
遍
の
作
で
あ
り
、
『
聖
絵
』
は
あ
た
か
も
一
遍
の

私
家
集
の
ご
と
き
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
、
宗
俊
作
の
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
』
に
は
二
八
首
の
一
遍
の
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
う
ち
の
十
八
首
は
『
聖
絵
』
の
も
の
と
重
複
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
か
な
り
後
年
の
編
と
思
わ
れ
る
三
遍
上
人
行
状
』

中
に
三
首
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
首
は
『
聖
絵
』
と
重
な
っ
て
い
る
。
一
遍
の
歌
を
最
も
多
く
収
録
し
て
い
る
の
は
『
一
遍
上
人
語

録
』
で
あ
り
、
上
記
の
三
書
中
に
は
見
え
な
い
八
首
を
加
え
て
合
計
七
○
首
を
収
め
て
い
る
が
、
こ
れ
も
後
年
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
｜
遍
の
作
と
断
じ
難
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

一
遍
の
思
想
と
和
歌
を
め
ぐ
っ
て

大
東
俊
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7４ 

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
一
遍
の
和
歌
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
極
め
て
少
な
く
、
い
ず
れ
も
前
述
の
四
書
中
の
和
歌
を
検
討
の
対
象
と

（
２
）
 

し
て
い
る
。
先
学
の
主
だ
っ
た
税
を
検
討
し
て
み
た
い
が
、
ま
ず
は
多
屋
頼
俊
氏
の
「
一
遍
上
人
の
文
圭
室
」
で
あ
る
。
氏
は
一
遍
の
和

歌
の
特
徴
と
し
て
次
の
五
点
を
あ
げ
て
い
る
。

⑪
二
割
強
が
体
言
止
、
九
割
弱
が
三
句
切
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

②
当
時
の
歌
人
が
好
ん
で
行
っ
た
題
詠
が
な
い
こ
と
。

③
花
鳥
風
月
の
自
然
観
照
の
歌
が
な
い
こ
と
。

㈹
当
時
の
歌
人
が
盛
ん
に
行
っ
た
本
歌
取
の
歌
が
な
い
こ
と
。

⑤
縁
語
、
掛
詞
、
畳
句
等
の
技
巧
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

い
に
関
し
て
は
当
時
の
一
般
的
傾
向
で
も
あ
り
、
｜
遍
も
ま
た
時
代
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
多
屋
氏
に
よ
れ
ば
、

「
上
人
は
、
自
ら
歌
人
を
以
っ
て
任
じ
て
居
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
秀
歌
を
詠
も
う
と
努
力
せ
ら
れ
た
訳
で
も
無
い
｜
よ
う
で
あ
り
、

（
３
）
 

「
世
の
歌
人
が
秀
歌
を
得
よ
》
つ
と
努
め
る
の
と
は
違
っ
て
、
随
感
随
想
、
口
に
浮
か
ぶ
ま
ま
に
詠
み
捨
て
て
行
か
れ
た
の
で
あ
る
」
と

い
う
。
⑪
～
叩
に
関
し
て
は
形
態
上
の
事
柄
で
あ
り
、
概
ね
妥
当
で
あ
ろ
う
。
⑤
に
つ
い
て
は
技
巧
の
優
劣
の
問
題
が
あ
る
。
多
屋
氏

に
よ
れ
ば
、
用
い
ら
れ
た
技
巧
の
中
に
は
成
功
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
常
に
成
功
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
一
遍
は
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
和
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
記
四
書
中
で
一
遍
の
作
と
思
わ
れ
る
も
の
は

七
○
首
あ
ま
り
で
あ
る
が
、
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
な
い
も
の
も
含
め
れ
ば
、
実
数
は
こ
の
何
倍
に
も
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
新
仏
教

の
祖
師
達
の
中
で
、
道
元
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
｜
遍
ほ
ど
多
数
の
和
歌
を
残
し
た
も
の
は
い
な
い
。
本
論
で
は
詠
歌
の
場
面
に
関

す
る
記
述
を
多
く
含
ん
で
い
る
「
聖
絵
』
を
中
心
に
し
て
、
先
学
の
諸
説
を
も
検
討
し
な
が
ら
、
一
遍
に
お
け
る
和
歌
の
位
置
づ
け
を

考
察
し
て
み
た
い
。Ｈ 
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7５ 
例
え
ば
、

こ
猶
ろ
よ
り
こ
ｈ
ろ
を
え
む
と
こ
出
る
え
て

心
に
ま
よ
ふ
こ
き
ろ
な
り
け
り

（
第
四
）

我
見
ば
や
見
ば
や
見
え
ば
や
色
は
い
ろ

い
ろ
め
く
い
ろ
は
い
ろ
ぞ
い
ろ
め
く

（
第
九
）

な
ど
も
、
技
巧
だ
け
が
目
立
ち
、
意
味
の
明
瞭
さ
を
欠
く
失
敗
作
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

多
屋
氏
の
評
価
は
概
ね
堂
上
歌
学
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
藤
原
正
義
氏
は
「
一
遍
上
人
の
和
歌
に
つ
い

（
４
）
 

て
」
の
中
で
、
い
わ
ば
地
下
の
立
場
か
ら
の
評
価
を
一
不
し
て
い
る
。
藤
原
氏
に
よ
れ
ば
、
一
遍
の
和
歌
は
堂
上
歌
学
の
主
張
す
る
レ
ト

リ
ッ
ク
や
伝
統
的
な
余
情
と
は
か
け
離
れ
て
お
り
、
言
う
な
れ
ば
雅
に
対
す
る
俗
で
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
下
野
国
小
野
寺
に
お
い

て
、
俄
雨
に
濡
れ
て
袈
裟
を
脱
ぐ
尼
達
を
見
て
詠
ん
だ
、

な
ど
は
、
同
戻

し
た
も
の
で
、
』

よ
う
で
あ
る
が
、

つ
の
く
に
や
な
に
は
も
の
り
の
こ
と
の
は
は

あ
し
か
り
け
る
と
お
も
ひ
し
る
べ
し

（
第
三
）

つ
の
く
に
の
難
波
の
う
ら
を
い
で
し
よ
り

よ
し
あ
し
も
な
き
さ
と
に
こ
そ
す
め

（
第
八
）

・
同
一
の
技
巧
、
即
ち
、
「
難
波
」
と
「
葦
」
の
縁
語
、
「
葦
（
よ
し
。
あ
し
）
」
と
「
善
」
「
悪
」
の
掛
詞
で
容
易
に
一
首
を
成

の
で
、
技
巧
ゆ
え
に
却
っ
て
失
敗
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
遍
は
同
語
を
重
ね
て
用
い
る
畳
句
を
好
ん
で
い
る
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7６ 

と
に
か
く
に
ま
よ
ふ
こ
Ｌ
ろ
の
し
る
べ
せ
よ

い
か
に
と
な
へ
て
す
て
ぬ
ち
か
ひ
ぞ

と
問
う
た
の
に
対
し
て
、
一
遍
は
、

と
に
か
く
に
ま
よ
ふ
こ
Ｈ
ろ
の
し
る
べ
に
は

な
も
阿
弥
陀
仏
と
申
ば
か
り
ぞ

（
第
十
）

と
答
え
て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
そ
の
ま
ま
全
て
の
時
衆
や
結
縁
衆
へ
の
制
誠
に
転
化
し
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
藤
原
氏
は

二
通
の
縁
語
や
掛
詞
の
修
辞
も
、
地
下
の
自
由
奔
放
で
日
常
的
な
奇
智
や
即
興
に
密
接
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
遍
の
心
と
衆

（
５
）
 

と
の
触
れ
合
い
の
密
度
を
示
す
と
辻
〈
に
、
一
遍
と
衆
と
の
契
合
を
い
っ
そ
う
促
す
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
氏
の
言
う
と
こ
ろ

で
は
、
結
局
一
遍
の
和
歌
は
衆
へ
の
説
示
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
多
屋
・
藤
原
両
氏
の
指
摘
す
る
一
遍
の
和
歌
に
関
す
る
特
徴
は
、
道
元
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
あ
る
程
度
妥
当
で
あ
る
か

（
６
）
 

の
印
象
を
与
え
て
く
れ
る
。
｜
遍
に
比
し
て
道
一
兀
の
歌
に
は
自
然
観
照
の
歌
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
「
草
庵
之
偶
詠
一
一
一
十
首
」
中

終
の
近
い
教
願
が
、

ふ
れ
ば
ぬ
れ
ぬ
る
れ
ば
か
は
く
袖
の
う
へ
を

あ
め
と
て
い
と
ふ
人
ぞ
は
か
な
き

（
第
五
）

、
、
、
、

な
ど
は
た
だ
ご
と
を
詠
ん
だ
典
型
で
あ
ろ
う
。
｜
方
、
漢
文
の
述
作
で
あ
る
「
誓
願
偏
文
」
や
「
道
具
秘
釈
」
な
ど
は
伝
統
的
な
美
文

で
あ
り
、
消
息
法
語
の
類
い
も
正
統
的
な
和
漠
混
清
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
を
捉
え
て
藤
原
氏
は
、
｜
週
が
意
識
的
に
俗
な
る

、
、
、

姿
を
取
り
入
れ
た
と
主
張
す
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
詠
歌
の
場
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
｜
遍
の
和
歌
は
衆
の
場
で
の
作
で

あ
り
、
一
対
多
の
関
係
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
。
先
の
小
野
寺
で
の
歌
な
ど
は
尼
達
を
諭
し
た
典
型
的
な
衆
の
場
で
の
作

で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
た
と
え
個
人
的
な
贈
答
歌
で
あ
っ
て
も
直
ち
に
一
対
多
の
関
係
に
転
化
す
る
素
地
を
有
し
て
い
る
と
い
う
。
臨
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7７ 

な
ど
は
、
盤

関
し
て
も
、

の
、

ズ
ヲ

詠
二
見
桃
花
悟
道
「

春
風
に
綻
に
け
り
桃
の
花

え
だ
は

枝
葉
に
わ
た
る
疑
ひ
千
℃
な
し

朝
日
待
つ
草
葉
の
露
の
ほ
ど
な
き
に

い
そ
ぎ

急
な
立
ち
そ
野
辺
の
秋
風

、
堂
上
歌
壇
の
有
す
る
通
念
的
な
杼
情
に
通
じ
る
典
型
的
な
自
然
観
照
の
歌
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
多
数
残
さ
れ
て
い
る
題
詠
に

都
に
は
紅
葉
し
ぬ
ら
ん
奥
山
の

》
】
よ
ひ

〈
丁
夜
も
け
さ
も
綴
ふ
り
け
り

ズ
ヲ

詠
二
不
立
文
字
（

い
ひ

こ
と
の
は
ほ
か

謂
す
て
し
其
一
一
一
苣
葉
の
外
な
れ
ば

と
ど

筆
に
４
℃
跡
を
留
め
ざ
り
け
り

あ
づ
さ
弓
春
の
山
風
吹
ぬ
ら
ん

峰
に
も
尾
に
も
花
匂
ひ
け
り

山
深
み
峰
に
も
尾
に
も
声
た
て
て

ひ
ぐ
ら
し

〈
▽
日
も
く
れ
ぬ
と
日
暮
ぞ
な
く
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7８ 

ズ
ノ
ヲ

詠
二
坐
禅
工
夫
意
｛

う
ち
す

し
づ
か
な
る
心
の
中
に
栖
む
口
何
は

波
も
く
だ
け
て
光
と
ぞ
な
る

を
始
め
と
し
て
、
い
ず
れ
も
伝
統
的
な
歌
学
に
則
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
特
筆
す
べ
き
は
、
道
元
の
和
歌
に
は

勅
選
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
新
後
拾
遺
和
歌
集
』
雑
春
歌
の
中
に
、

山
の
は
の
ほ
の
め
く
よ
ひ
の
月
影
に

光
も
う
す
く
と
ぶ
ほ
た
る
か
な

の
一
首
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
道
元
の
和
歌
が
堂
上
歌
壇
に
認
め
ら
れ
て
い
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。
久
我
通
親
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
『
新

古
今
和
歌
集
』
の
選
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
通
具
を
兄
に
持
つ
身
で
あ
れ
ば
、
和
歌
の
伝
統
的
な
土
壌
は
す
で
に
道
元
の
体
内
に
深
く
沈

潜
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
後
代
の
人
々
の
祖
師
道
元
の
歌
に
対
す
る
関
心
は
比
較
的
薄
い
。
和
歌
の
蒐
集
が
行
わ
れ
た
の

（
７
）
 

は
、
天
正
本
『
建
概
記
』
に
よ
れ
ば
、
応
永
一
一
七
（
一
四
一
一
○
）
年
、
越
前
宝
慶
寺
の
八
世
喜
舜
が
若
干
首
を
集
め
た
の
が
最
初
で
あ

り
、
同
記
は
そ
れ
を
含
め
て
合
計
五
三
首
を
収
録
し
て
い
る
。
応
永
二
七
年
は
実
に
道
元
没
後
一
七
○
年
に
も
な
ろ
う
と
し
て
い
る
年

で
あ
っ
て
、
一
遍
の
和
歌
が
没
後
十
年
に
し
て
そ
の
事
蹟
と
と
も
に
絵
巻
物
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
年
月
の
隔
た

り
は
道
元
に
お
け
る
和
歌
の
位
置
を
大
い
に
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
次
に
、
｜
遍
の
和
歌
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
一
環
と
し
て
、
な
ぜ
一
遍
は
和
歌
に
よ
っ
て
説
示
を
し
た
か
と
い
う
問
題
を

考
え
て
み
よ
う
。
金
井
清
光
氏
は
鎌
倉
新
仏
教
の
祖
師
達
の
中
で
一
遍
だ
け
に
説
示
の
歌
が
多
い
こ
と
を
捉
え
て
、
｜
遍
の
説
示
の
態

度
そ
の
も
の
が
他
の
祖
師
達
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。
金
井
氏
は
、
「
法
然
。
親
鴬
の
選
択
本
願
専
修
念
仏

と
異
な
り
、
一
遍
は
神
祇
に
結
縁
し
て
神
格
を
獲
得
し
た
験
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
絶
対
者
と
し
て
衆
に
接
し
た
の
で
あ
り
、
十
八
か

口
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7９ 
条
の
時
衆
制
戒
の
最
後
に
も
『
専
守
知
識
教
莫
窓
任
我
意
」
と
強
調
し
て
い
る
。
知
識
と
は
善
知
識
の
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は

一
遍
自
身
を
さ
す
。
し
た
が
っ
て
一
遍
の
説
示
は
絶
対
者
の
こ
と
ば
、
す
な
わ
ち
神
仏
の
真
言
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
神
仏
の

（
８
）
 

こ
と
ば
は
全
日
か
ら
韻
文
形
式
に
よ
っ
て
人
々
に
示
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
『
聖
絵
』
中
の
神
詠
歌
も
実
は
一
遍

の
作
で
あ
る
と
し
て
、
一
遍
の
歌
は
全
て
衆
へ
の
説
示
の
歌
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
和
歌
の
修
辞
に
関
し
て
も
金
井
氏

は
、
。
遍
の
歌
に
掛
詞
や
縁
語
や
畳
句
の
使
用
が
多
い
の
は
、
和
歌
的
な
修
辞
技
巧
を
意
識
し
て
用
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
掛

詞
や
縁
語
や
畳
句
な
ど
の
巧
妙
な
使
用
に
民
衆
が
感
嘆
し
、
神
託
が
い
っ
そ
う
有
難
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
宗
教
的
効
果
を
狙
っ
た
た

（
９
）
 

め
で
あ
る
一
と
述
べ
て
い
る
が
、
｜
遍
の
神
格
を
め
ぐ
る
問
題
は
一
遍
の
布
教
態
度
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
ひ
い
て
は
一
遍
の
思
想
そ
の

も
の
と
も
関
連
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
金
井
氏
の
一
遍
神
格
説
に
関
し
て
『
聖
絵
』
に
示
唆
を
求
め
て
み
る
と
、
直
ち
に
熊
野
参
詣
が
浮
か
ん
で
く
る
。
一
遍
は
文

永
十
一
年
の
春
、
四
天
王
寺
に
お
い
て
賦
算
を
始
め
、
そ
の
年
の
夏
、
熊
野
へ
向
か
っ
た
。
そ
の
途
中
、
信
心
が
起
き
な
い
と
言
う
僧

に
名
号
札
を
無
理
や
り
渡
し
た
こ
と
で
、
自
ら
の
布
教
の
姿
勢
に
疑
問
を
感
じ
た
一
遍
は
、
証
誠
殿
に
参
寵
し
て
熊
野
権
現
に
指
示
を

仰
い
だ
。
す
る
と
山
伏
姿
の
権
現
が
夢
に
現
れ
て
次
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。

融
通
念
仏
す
乱
む
る
聖
、
い
か
に
念
仏
を
ば
あ
し
く
す
Ｌ
め
ら
る
Ｌ
ぞ
。
御
房
の
す
Ｌ
め
に
よ
り
て
一
切
衆
生
は
じ
め
て
、
往

生
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
阿
弥
陀
仏
の
＋
劫
正
覚
に
一
切
衆
生
の
往
生
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
決
定
す
る
と
こ
ろ
也
。
信
不
信
を
え
ら

ば
ず
、
浄
不
浄
を
き
ら
は
ず
、
そ
の
札
を
く
ば
る
べ
し
。
（
第
三
）

一
遍
の
誤
り
は
名
号
札
を
配
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
衆
生
を
往
生
さ
せ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
当

は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
六
字
の
名
号
に
よ
っ
て
往
生
が
成
る
の
で
あ
っ
て
、
一
遍
自
身
が
衆
生
の
往
生
を
決
定
す
る
の
で
は
な

い
。
一
遍
は
謙
虚
に
札
を
配
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
遍
は
賦
算
の
理
論
的
根
拠
を
見
出
し
た
わ
け
で
あ
り
、
熊
野

権
現
の
神
託
は
以
後
の
布
教
活
動
の
基
調
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
見
る
限
り
一
遍
が
絶
対
者
と
し
て
振
舞
う
根
拠
と
な
る

よ
う
な
も
の
は
何
ら
存
在
し
な
い
。
｜
遍
は
単
な
る
媒
介
者
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『
聖
絵
』
の
作
者
は
一
遍
の
立
場
を
示
す
興
味
あ
る
逸
話
を
記
し
て
い
る
。
建
治
二
年
、
九
州
化
益
の
際
、
｜
遍
は
筑
前
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8０ 

も
う
ひ
と
つ
の
逸
話
は
、
弘
安
七
年
、
京
都
で
の
布
教
が
大
成
功
を
収
め
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
唐
橋
法
印
印
象
が
一
遍
上
人
は

勢
至
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
霊
夢
を
見
た
と
言
っ
て
や
っ
て
来
た
の
を
、
｜
遍
は
「
念
仏
こ
そ
詮
に
て
あ
れ
。
勢
至
な
ら
ず
ば
信

ず
ま
じ
き
か
」
（
第
七
）
と
言
っ
て
戒
め
た
と
い
う
。
念
仏
こ
そ
が
絶
対
な
の
で
あ
り
、
一
遍
は
や
は
り
媒
介
者
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

国
の
あ
る
武
士
の
館
を
訪
れ
た
。
折
か
ら
酒
宴
の
最
中
で
あ
っ
た
が
、
館
の
主
は
身
仕
度
を
整
え
て
一
遍
の
念
仏
を
受
け
た
。
し
か

し
、
｜
遍
が
立
ち
去
る
と
そ
の
武
士
が
、
一
「
此
僧
は
日
本
一
の
狂
惑
も
の
か
な
一
と
言
う
の
で
、
客
の
ひ
と
り
が
「
さ
て
は
な
に
と
し

て
念
仏
を
ば
う
け
袷
う
ぞ
」
と
尋
ね
た
。
そ
れ
に
対
す
る
武
士
の
答
え
は
、
「
念
仏
に
は
狂
惑
な
き
ゆ
へ
な
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
続
け
て
『
聖
絵
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

聖
申
さ
れ
し
は
「
お
ほ
く
の
人
に
あ
ひ
た
り
し
か
ど
も
、
こ
れ
ぞ
誠
に
念
仏
信
じ
た
る
も
の
と
お
ぼ
え
し
。
余
人
は
皆
人
を
信

じ
て
法
を
信
ず
る
事
な
き
に
、
此
俗
は
依
法
不
依
人
の
こ
と
は
り
を
し
り
て
浬
樂
の
禁
戒
に
相
叶
へ
り
。
あ
り
が
た
か
り
し
事
な

り
‐
｜
と
て
返
々
ほ
め
給
き
。
（
第
四
）

｜
‐
依
法
不
依
人
」
と
い
う
姿
勢
こ
そ
釈
尊
の
教
え
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
遍
の
考
え
方
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
一
遍
は
媒
介
者

ま
た
、
『
聖
絵
』
に
は
随
所
に
奇
瑞
が
現
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
奇
瑞
を
期
待
す
る
人
々
が
い
か
に
多
か
っ

た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
当
の
一
遍
は
奇
瑞
な
ど
我
関
せ
ず
と
い
っ
た
態
度
で
あ
る
。
弘
安
五
年
、
片
瀬
の
地
蔵
堂
に
て

奇
瑞
の
理
由
を
問
わ
れ
て
、
「
花
の
事
は
は
な
に
と
へ
、
紫
雲
の
事
は
紫
雲
に
と
へ
、
｜
遍
知
ら
ず
」
（
第
六
）
と
答
え
、

さ
け
ば
さ
き
ち
れ
ば
を
の
れ
と
ち
る
は
な
の

こ
と
は
り
に
こ
そ
み
は
な
り
に
け
り

る
○ 

に
徹
し
て
い
る
。

は
な
が
い
る
月
が
ひ
か
り
と
な
が
む
れ
ば

こ
』
ろ
は
も
の
を
お
も
は
ざ
り
け
り

Hosei University Repository



１
坐
の
一
Ｃ
Ｏ

８
 

結
縁
随
一
喜
出
離
因
一
評
癖
州
一
鮴
蒋
華
識
”
峰
濟
辮
鍜
｜

先
聞
二
霊
託
一
涙
零
袖

内
証
弥
陀
外
用
神
識
鍼
趨
躍
蕊

（
第
七
）

基
長
の
目
に
映
っ
た
一
遍
は
仏
の
使
い
で
あ
っ
て
、
外
見
は
人
間
の
姿
を
し
て
い
る
が
、
世
間
の
人
々
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
実
際

は
人
間
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
「
内
証
弥
陀
外
用
神
」
、
即
ち
、
悟
り
の
内
容
は
弥
陀
で
あ
り
、
は
た
ら
き
は
神
で
あ
る
と
い
う
も
の
で

と
詠
ん
だ
。
神
よ
仏
よ
と
崇
拝
さ
れ
る
こ
と
を
一
遍
は
迷
惑
に
思
っ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。

と
は
言
う
も
の
の
、
上
述
の
よ
う
な
奇
瑞
を
期
待
す
る
人
々
の
例
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
｜
遍
が
自
分
を
名
号
へ
と
人
々
を
導

く
媒
介
者
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
と
、
衆
人
が
一
遍
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
。
人
々

の
目
に
映
る
一
遍
は
や
は
り
「
絶
対
者
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
弘
安
七
年
、
京
都
で
の
布
教
の
折
、
そ
れ
ま
で
念
仏
を
信
じ
た
こ
と

も
な
か
っ
た
従
三
位
藤
原
基
長
が
、
不
思
議
な
夢
の
お
告
げ
を
受
け
た
と
言
っ
て
、
次
の
よ
う
な
漢
詩
を
持
参
し
た
。

今
日
専
称
二
名
号
一
勧

可
レ
知
教
主
使
二
平
身
一

受
ご
生
欲
界
一
独
我
レ
欲

仮
二
貌
人
間
一
誰
謂
レ
人
仙
郷
抄
樹

こ
の
基
長
に
限
ら
ず
、
世
間
の
大
方
の
人
々
の
目
に
映
っ
た
一
遍
は
や
は
り
「
絶
対
者
一
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
｜
遍

処
々
紫
雲
晴
後
耀

時
々
花
雨
夏
中
春

覚
前
万
事
唯
心
土

夢
裏
一
声
安
養
鄭

曠
劫
以
来
沈
没
衆
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8２ 
の
和
歌
の
説
示
効
果
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
る
と
き
、
当
時
の
和
歌
観
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
一
遍
の
歌
に
は
、
和
歌
で
も
っ
て
法

門
を
尋
ね
ら
れ
た
際
の
答
歌
も
多
い
が
、
問
題
は
一
遍
の
和
歌
を
聞
く
人
々
の
側
の
意
識
で
あ
る
。
当
時
の
和
歌
観
を
見
る
た
め
に
、

（
Ⅶ
）
 

｜
遍
の
同
時
代
人
で
あ
る
無
住
（
一
一
一
二
六
「
’
’
一
一
一
一
一
）
の
『
沙
石
集
』
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
巻
五
の
「
和
歌
ノ
道
フ
ヵ
キ
理
ア

ル
事
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

和
歌
ノ
｜
道
ヲ
思
ト
ク
ニ
、
散
乱
鹿
動
ノ
心
ヲ
ヤ
メ
、
寂
然
静
閑
ナ
ル
徳
ア
リ
。
又
言
ス
ク
ナ
ク
シ
テ
、
心
ヲ
フ
ク
メ
リ
。
惣

持
ノ
義
ア
ル
ベ
シ
。
惣
持
ト
云
ハ
、
即
陀
羅
尼
ナ
リ
。
我
朝
ノ
神
ハ
、
仏
菩
薩
ノ
垂
、
応
身
ノ
随
一
ナ
リ
。
素
議
雄
尊
、
ス
デ
ニ

「
出
雲
八
重
ガ
キ
」
ノ
、
三
十
一
字
ノ
詠
ヲ
始
メ
給
ヘ
リ
。
仏
ノ
コ
ト
バ
ニ
、
コ
ト
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
…
…
（
中
略
）
…
…
日
本

ノ
和
歌
モ
、
ヨ
ノ
ッ
ネ
ノ
詞
ナ
レ
ド
モ
、
和
歌
ニ
モ
チ
ヰ
恩
ヲ
ノ
ブ
レ
バ
、
必
感
ア
リ
。
マ
シ
テ
仏
法
ノ
心
ヲ
フ
ク
メ
ラ
ン
ハ
、

疑
上
無
ク
陀
羅
尼
ナ
ル
ベ
シ
。

こ
れ
に
続
け
て
和
歌
の
効
用
を
示
す
例
が
数
多
く
集
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
和
歌
観
を
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
本
地
垂
通

説
を
背
景
に
し
た
和
歌
即
陀
羅
尼
観
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
京
極
為
兼
（
一
二
五
四
’
’
三
三
二
）
も
『
為
兼
卿
和
寄
抄
』
の
中
で
、
本
地
で
あ
る
仏
・
菩
薩
が
日
本
に
お
い
て

は
垂
迩
の
諸
神
と
し
て
顕
現
す
る
の
は
「
相
応
」
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
と
し
て
、
「
す
べ
て
和
国
は
神
国
な
る
ゅ
へ
に
、
神

（
、
）

明
は
こ
と
に
和
歌
を
も
て
の
み
お
ほ
く
は
心
ざ
し
を
も
あ
ら
は
し
袷
ふ
も
、
相
応
の
ゆ
へ
と
申
す
に
こ
そ
一
と
述
べ
て
い
る
。
前
述
の

よ
う
に
、
｜
遍
は
決
し
て
絶
対
者
で
は
な
い
が
、
衆
人
の
目
か
ら
す
る
と
神
に
も
比
肩
し
う
る
存
在
で
あ
り
、
｜
遍
の
歌
が
神
仏
の
真

言
と
受
け
取
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
こ
で
我
々
は
再
び
一
遍
の
歌
そ
の
も
の
の
検
討
に
引
き
戻
さ
れ
る
。
『
聖
絵
』
に
収
め
ら
れ
た
一
遍
の
歌
を
詠
歌
の
場
と
い
う
視

点
か
ら
分
類
す
る
な
ら
ば
、
⑩
述
懐
歌
、
②
あ
る
特
定
の
人
物
か
ら
の
質
問
に
対
す
る
答
歌
、
③
時
衆
へ
の
教
戒
の
歌
、
川
神
詠
・
夢

曰
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8３ 
告
の
歌
、
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
叩
の
歌
は
再
出
家
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
夢
告
の
歌
で
あ
る
、

世
を
わ
た
り
そ
め
て
高
ね
の
そ
ら
の
雲

た
ゆ
る
は
も
と
の
こ
茂
る
な
り
け
り

（
第
二

そ
し
て
、
大
隅
八
幡
宮
、
石
清
水
八
幡
宮
に
参
詣
し
た
折
に
感
得
し
た
、

と
こ
と
は
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
と
な
ふ
れ
ば

な
も
あ
み
だ
ぶ
に
む
ま
れ
こ
そ
す
れ

（
第
四
）

極
楽
に
ま
い
ら
む
と
お
も
ふ
心
に
て

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
ぞ
三
心

（
第
九
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
一
通
が
信
仰
上
も
し
く
は
布
教
上
の
問
題
を
か
か
え
て
苦
慮
し
て
い
る
と
き
に
感
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
い

わ
ゆ
る
近
代
的
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
一
週
自
ら
の
考
え
が
熟
し
た
末
に
生
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
が
、
一
遍
の
意
識
と
し
て
は
神
詠

は
あ
く
ま
で
神
詠
と
い
う
の
が
厳
然
た
る
事
実
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
実
際
に
は
以
上
の
歌
は
一
遍
の
口
か
ら
告
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
彼
の
心
情
と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
一
遍
の
作
と
し
て
も
不
合
理
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
分
類
の
下
で
、
一
遍
の
和
歌
の
内
容
面
で
の
特
徴
を
検
討
し
て
み
て
直
ち
に
気
づ
く
こ
と
は
、
｜
‐
心
」
を
詠

み
込
ん
だ
歌
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
あ
げ
た
「
こ
出
ろ
よ
り
一
（
第
四
）
、
「
と
に
か
く
に
」
（
第
十
）
、
「
は
な
が
い
ろ
」

（
第
六
）
、
｜
世
を
わ
た
り
」
（
第
一
）
、
｜
「
極
楽
に
」
（
第
九
）
を
始
め
と
し
て
、

み
な
人
の
こ
と
あ
り
が
ほ
に
お
も
ひ
な
す

こ
Ｌ
ろ
は
お
く
も
な
か
り
け
る
も
の

（
第
四
）
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８ 
身
を
す
つ
る
す
つ
る
心
を
す
て
つ
れ
ば

お
も
ひ
な
き
世
に
す
み
ぞ
め
の
袖

（
第
五
）

あ
と
も
な
き
く
も
に
あ
ら
そ
ふ
こ
Ｌ
ろ
こ
そ

な
か
な
か
月
の
さ
は
り
と
は
な
れ

（
第
六
）

こ
笈
ろ
を
ば
に
し
に
か
け
ひ
の
な
が
れ
行
く

み
づ
の
う
へ
な
る
あ
は
れ
世
の
中

（
第
六
）

わ
が
と
恩
ふ
ひ
と
の
心
に
ひ
か
れ
つ
狸

を
の
れ
と
お
ふ
る
草
木
だ
に
な
し

（
第
九
）

な
ど
を
含
め
て
全
部
で
十
七
首
が
『
聖
絵
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
一
切
を
捨
て
て
念
仏
に
生
き
よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
最
初
に
問

題
に
な
り
、
な
お
か
つ
最
後
ま
で
問
題
に
な
る
の
は
１
心
」
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
柏
崎
光
政
氏
は
「
心
」
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
こ
と
に

一
遍
に
固
有
の
個
我
の
反
映
を
認
め
、
西
行
の
「
心
一
を
詠
ん
だ
歌
と
比
較
し
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
｜
両
者
の
間
に
は
そ
の
作
品

の
心
的
傾
向
に
於
て
貫
流
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
、
む
し
ろ
一
麺
は
四
行
の
歌
を
、
そ
の
〈
心
〉
を
発
条
と
し
て
自
ら
の
歌
の
世
界
を

（
肥
）

切
り
拓
い
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
両
者
の
宗
教
的
空
亟
性
の
深
さ
を
考
え
れ
ば
、
「
貫
流
す
る
も

の
―
が
あ
る
の
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
り
、
「
心
」
を
凝
視
す
る
機
会
が
多
い
こ
と
も
ま
た
当
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
「
心
Ｌ

を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
多
い
こ
と
が
、
真
に
一
遍
の
和
歌
の
特
徴
と
言
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

（
旧
）

こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
、
「
玉
葉
和
歌
集
』
の
釈
教
歌
を
比
較
の
対
象
と
し
て
、
一
遍
の
和
歌
の
「
、
心
Ｌ
へ
の
集
中
性
の
問
題

を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
勅
選
集
は
二
祖
真
教
を
仏
道
の
師
と
仰
ぎ
、
歌
の
友
と
し
た
京
極
為
兼
の
撰
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
遍
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8５ 

、
火
水
和
歌
抄
Ｌ
に
は
一
週
の
歌
が
七
首
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
の
一
首
、

に
し
へ
行
く
ま
よ
ひ
さ
と
り
の
道
た
え
て

南
無
阿
弥
陀
仏
の
こ
ゑ
に
ま
か
せ
よ

は
『
聖
絵
」
な
ど
こ
れ
ま
で
に
言
及
し
た
文
献
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
『
夫
木
和
歌
抄
』
が
『
玉
葉
和
歌
集
」
の
撰
集
材
料
の
ひ
と
つ

（
応
）

と
な
っ
た
形
跡
が
あ
り
、
そ
の
中
に
七
首
も
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
何
よ
り
も
勅
撰
集
の
中
に
二
首
が
人
集
し
て

い
る
と
い
う
事
実
は
、
一
遍
の
歌
が
堂
上
歌
壇
の
共
有
す
る
通
念
的
な
杼
情
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
釈
教
歌
と
し
て
は

当
代
一
流
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
遍
は
歌
人
と
し
て
も
当
代
一
流
な
の

で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
十
分
顧
懲
せ
ず
、
一
遍
の
歌
に
堂
上
歌
学
の
立
場
か
ら
は
評
価
さ
れ
え
ぬ
俗
な
る
姿
の
も
の
が
多
い
こ
と
の
み

極
楽
へ
む
ま
れ
ん
と
お
も
ふ
心
に
て

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
ぞ
三
心

こ
れ
は
石
清
水
社
へ
ま
う
で
て
念
仏
往
生
の
こ
と
を
祈
り
申
し
け
る
人
の
夢
に
か
く
な
ん
つ
げ
さ
せ
袷
け
る

（
Ｍ
）
 

第
一
首
は
真
教
に
帰
依
し
て
証
阿
弥
陀
仏
蓮
昭
と
称
し
た
藤
原
長
清
の
私
撰
集
で
あ
る
「
夫
木
和
歌
抄
』
の
中
で
、
「
弥
陀
た
の

む
一
が
「
み
な
と
な
ふ
」
と
な
っ
て
い
る
が
一
遍
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
首
は
「
極
楽
へ
む
ま
れ
ん
と
お
も
ふ
」
が
「
極

楽
に
ま
い
ら
む
と
お
も
ふ
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
一
．
聖
絵
』
中
の
先
に
も
引
用
し
た
石
漬
八
幡
宮
で
感
得
さ
れ
た
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
○ 

の
欲
二
首
が
作
者
の
名
前
を
明
か
さ
ず
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

弥
陀
た
の
む
人
は
あ
ま
夜
の
月
な
れ
や

雲
は
れ
ね
ど
も
西
に
こ
そ
ゆ
け

是
は
、
真
如
堂
に
ま
う
で
て
超
世
の
悲
願
の
た
の
も
し
き
こ
と
を
お
も
ひ
な
が
ら
我
が
身
の
業
障
お
も
き
事
を
お
そ
れ
恩

ひ
て
ま
ど
る
み
て
侍
り
け
る
夢
に
、
け
だ
か
き
御
声
に
て
つ
げ
さ
せ
給
け
る
と
な
ん
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8６ 
に
注
目
し
、
歌
の
説
示
性
や
詠
歌
の
場
と
い
っ
た
も
の
を
中
心
に
論
を
展
開
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
詠
ま
れ
た
一
遍
の
歌
が
、
｜
対
多
の
関
係
に
転
化
し
う
る
説
示
性
を
備
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
遍
の
内
面
の
問
題

が
衆
人
に
も
通
じ
る
普
遍
性
を
有
し
て
お
り
、
信
仰
と
い
う
平
面
上
を
同
心
円
状
に
波
及
し
て
い
く
必
然
性
を
持
っ
て
い
上
蝿
ら
で
は

な
い
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
一
遍
の
歌
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
釈
教
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
釈
教
歌
の
定
義
を
石
原
清
志
氏
の
説
に
従
っ

て
、
以
下
の
よ
う
に
し
て
お
こ
う
。
Ⅲ
釈
迦
・
諸
仏
・
諸
菩
薩
を
詠
ん
だ
歌
、
②
仏
教
経
典
を
詠
ん
だ
歌
、
③
仏
教
教
義
を
詠
ん
だ

歌
、
Ⅶ
仏
教
行
事
を
詠
ん
だ
歌
、
⑤
仏
教
体
験
（
信
仰
体
験
）
を
詠
ん
だ
歌
、
⑥
僧
尼
等
を
詠
ん
だ
歌
、
、
寺
院
伽
藍
等
を
詠
ん
だ

歌
、
⑧
仏
教
的
自
然
観
照
の
歌
、
⑨
仏
教
的
心
情
に
関
連
す
る
歌
、
⑩
自
然
景
象
の
中
で
仏
教
的
寓
意
を
詠
ん
だ
歌
。
詳
述
は
避
け
る

が
、
一
遍
の
歌
が
す
べ
て
こ
の
範
鴫
に
収
ま
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
の
下
で
、
先
の
「
心
」
の
問
題
に
関
し
て
、
一
遍
の
和
歌
と
『
玉
葉
和
歌
集
』
の
釈
教
歌
と
を
比
べ
て
み

よ
う
。
後
者
は
全
部
で
一
一
○
首
あ
る
が
、
そ
の
中
で
「
心
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
一
遍
の
も
の
を
含
め
て
二
三
首
あ
る
。
約
一
一
○

パ
ー
セ
ン
ト
が
「
心
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
で
あ
る
。
｜
方
、
『
聖
絵
』
に
関
し
て
は
、
神
詠
・
夢
告
の
歌
も
一
遍
の
作
だ
と
し
て
、
一

遍
作
の
五
一
首
の
う
ち
「
心
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
十
七
首
で
あ
る
。
割
合
か
ら
す
る
と
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
心
」
の
歌
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
｜
見
す
る
と
こ
の
二
○
．
ハ
ー
セ
ン
ト
と
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
字
の
違
い
は
、
両
者
の
歌
の
特
徴
を
十
分
に
示
唆
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
一
遍
の
歌
に
一
心
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
多
い
の
は
、
『
玉
葉
和
歌
集
』

の
釈
教
歌
の
詠
者
と
比
べ
て
、
一
遍
の
宗
教
的
霊
性
が
格
段
に
深
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
遍
の
方
が
自
ら

の
「
心
」
を
凝
視
す
る
態
度
が
徹
底
し
て
お
り
、
こ
れ
と
真
剣
に
対
時
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
一
遍
の
歌
に
「
心
」
を
詠

み
込
ん
だ
歌
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
一
遍
の
和
歌
の
特
徴
と
い
う
｝
」
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
数
の
上
で
は
「
心
一
を
詠
み
込
ん
だ
歌
よ
り
も
少
な
い
が
、
｜
遍
の
和
歌
の
特
徴
は
「
名
号
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌

に
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
該
当
す
る
も
の
を
『
聖
絵
』
の
中
か
ら
取
り
出
し
て
み
る
と
、
次
の
十
首
に
な
る
。

と
こ
と
は
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
と
な
ふ
れ
ば

な
も
あ
み
だ
ぶ
に
む
ま
れ
こ
そ
す
れ

（
第
四
）
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8７ 

極
楽
に
ま
い
ら
ん
と
お
も
ふ
心
に
て

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
ぞ
三
心

念
仏
に
も
お
の
が
｝
て
る
の
ひ
く
ず
ご
は

み
を
せ
め
た
ま
の
露
と
し
ら
ず
や

な
が
き
夜
の
ね
ぶ
り
も
す
で
に
さ
め
ぬ
な
り

六
字
の
み
な
の
い
ま
の
一
声

ゆ
く
人
を
弥
陀
の
ち
か
ひ
に
も
ら
さ
じ
と

名
を
こ
そ
と
む
れ
し
ら
川
の
関

あ
る
じ
な
き
み
だ
の
み
な
に
ぞ
む
ま
れ
け
る

と
な
へ
す
て
た
る
あ
と
の
一
声

と
に
か
く
に
ま
よ
ふ
こ
出
る
の
し
る
べ
に
は

な
も
阿
弥
陀
仏
と
申
す
ば
か
り
ぞ

ほ
と
と
ぎ
す
な
の
る
も
剛
も
う
た
た
れ
の

ゆ
め
う
っ
つ
よ
り
外
の
一
声

（
第
九
）

（
第
七
）

グー、

第
六
邑一グ

（
第
五
）

（
第
九
）

（
第
十
）

グー、

;ｉｊｉ 
－ｌ－ 

、－ゾ
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8８ 

と
に
か
く
に
こ
魁
ろ
は
迷
ふ
も
の
な
れ
ば

な
む
あ
み
だ
ぶ
ぞ
に
し
へ
ゆ
く
み
ち

と
い
う
歌
が
あ
る
が
、
一
遍
に
と
っ
て
「
心
」
の
問
題
は
終
始
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
大
な
事
柄
で
あ
る
と
し
て
も
、
二
代
聖

教
み
な
つ
き
て
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
り
は
て
ぬ
一
（
第
十
一
）
と
い
う
一
遍
の
言
葉
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
結
局
は
「
名
号
」
に
収

敵
し
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
玉
葉
和
歌
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、

弥
陀
た
の
む
人
は
あ
ま
夜
の
月
な
れ
や

雲
は
れ
ね
ど
も
西
に
こ
そ
ゆ
け

上
人
縁
起
絵
』
に
も
、

極
楽
へ
む
ま
れ
ん
と
お
も
ふ
心
に
て

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
ぞ
三
心

の
二
首
も
、
「
弥
陀
」
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
語
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
撰
者
が
一
遍
の
教
え
の
真
髄
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と

名
に
か
な
ふ
こ
桜
ろ
は
に
し
に
う
っ
せ
み
の

も
ぬ
け
は
て
た
る
声
ぞ
す
ご
し
き

（
第
十
一
）

南
無
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
み
な
の
い
づ
る
い
き

い
ら
ば
は
ち
す
の
み
と
ぞ
な
る
べ
き

（
第
十
二
）

「
と
こ
と
は
に
」
と
一
極
楽
に
」
の
歌
は
『
聖
絵
』
の
中
で
は
神
詠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
一
遍
の
作
と
考
え
る
こ
と

と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
に
お
い
て
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
、
「
名
」
、
「
念
仏
」
認
二
声
」
、
「
六
字
の
み
な
」
、
「
み
だ
の
み
な
」
等
々

言
葉
こ
そ
違
っ
て
は
い
る
が
、
一
遍
の
関
心
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
六
字
の
「
名
号
一
に
向
か
っ
て
い
る
。
『
遊
行
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8９ 

る
人
が
一
遍
」

成
）
の
贈
歌
、

考
え
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

先
に
「
心
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
に
関
し
て
、
『
聖
絵
』
と
『
玉
葉
和
歌
集
』
の
釈
教
歌
と
の
間
で
数
睡
的
比
較
を
行
っ
た
が
、
後
者
に

お
い
て
は
二
○
首
中
二
三
首
が
『
心
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
刊
名
号
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
一
週
の
「
極
楽

Ｃ
の
歌
を
除
け
ば
皆
熱
で
あ
る
。
一
方
、
『
聖
絵
」
に
お
い
て
は
、
五
一
首
中
「
心
一
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
十
七
首
、
「
名
号
」
を
詠
み

込
ん
だ
も
の
は
士
自
で
あ
っ
た
。
「
心
」
の
歌
に
関
す
る
両
者
の
違
い
は
単
に
量
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
「
名
号
」
の
歌
に
関
し
て
は

両
者
の
違
い
は
も
は
や
質
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
一
遍
の
和
歌
の
轄
徴
が
一
心
」
で
は
な
く
一
名
号
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
多
さ

に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
一
遍
の
網
練
は
「
心
」
を
深
く
凝
視
し
つ
つ
も
、
常
に
一
名
号
」
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
名
号
Ｌ
へ
の
関
心
は
一
麺
が
他
人
に
も
求
め
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
一
念
仏
に
も
Ｌ
の
歌
は
、
あ

る
人
が
一
遍
に
法
門
を
尋
ね
た
際
の
返
事
で
あ
る
し
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
は
、
土
御
門
人
道
前
内
大
臣
（
源
通
親
の
孫
、
中
院
通

翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
釈
教
歌
と
し
て
の
一
遍
の
歌
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
い
て
人
々
の
目
を
「
名
号
」
へ
と
向
け
る
機
縁
と

し
て
働
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
雨
に
溺
れ
た
袈
裟
を
脱
ぐ
尼
達
を
見
て
詠
ん
だ
、

に
対
す
る
答
歌
で
あ
る
。

一
声
を
ほ
の
か
に
き
け
ど
ほ
と
と
ぎ
す

な
お
さ
め
や
ら
ぬ
う
た
た
れ
の
ゆ
め

に
対
す
る
答
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
「
な
が
き
夜
の
」
の
歌
は
、
上
御
門
内
大
臣
（
源
通
基
）
の
、

な
が
き
夜
の
ね
ぶ
り
も
す
で
に
さ
め
ぬ
な
り

六
字
の
み
な
の
い
ま
の
一
声

に
対
す
る
答
歌
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
と
に
か
く
に
」
の
歌
は
「
花
の
も
と
の
教
願
一
と
い
う
人
物
の
、

と
に
か
く
に
ま
よ
ふ
こ
笹
ろ
の
し
る
べ
せ
よ

い
か
に
と
な
へ
て
捨
て
ぬ
ち
か
ひ
ぞ

Hosei University Repository



9０ 
ふ
れ
ば
ぬ
れ
ぬ
る
れ
ば
か
は
く
袖
の
う
へ
を

あ
め
と
て
い
と
ふ
人
ぞ
は
か
な
き

（
第
五
）

や
、
ま
た
あ
る
時
、
尼
が
腹
を
立
て
て
い
た
の
を
見
て
詠
ん
だ
、

く
も
と
な
る
け
ぶ
り
な
た
て
そ
あ
ま
の
は
ら

つ
き
は
お
の
れ
と
か
す
む
も
の
か
は

（
第
五
）

と
い
っ
た
時
衆
へ
の
教
戒
の
歌
は
、
尼
達
の
信
仰
心
を
さ
ら
に
深
め
て
い
く
機
縁
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
同
様
に
俗
な
る
姿
を
持
っ
て
い
る
次
の
歌
に
関
し
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
因
幡
国
を
巡
っ
て
い
た
折
に
、
あ
る

老
翁
が
結
縁
の
志
が
深
い
の
に
供
養
を
す
る
財
力
が
な
い
の
で
、
「
も
の
ぐ
さ
」
と
い
う
草
履
の
一
種
を
差
し
川
し
て
、

は
き
も
の
の
あ
と
を
し
る
べ
と
っ
た
ね
つ
甚

い
つ
か
ま
い
ら
ん
弥
陀
の
浄
土
に

（
第
八
）

と
い
う
歌
を
添
え
た
の
に
対
し
て
、
一
遍
は
、

は
き
も
の
の
も
の
ぐ
さ
げ
に
は
見
ゆ
れ
ど
も

い
そ
い
そ
と
こ
そ
み
ち
び
き
は
せ
め

と
答
え
た
。
こ
れ
な
ど
は
和
歌
を
詠
む
と
い
う
行
為
が
広
く
地
下
に
至
る
ま
で
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
遍

の
歌
は
老
翁
に
と
っ
て
正
し
い
信
仰
の
道
筋
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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９１ 

「
聖
絵
』
に
は
一
遍
の
思
想
を
集
約
的
に
表
し
て
い
る
三
つ
の
頌
が
あ
る
。
文
永
八
年
、
一
週
は
信
漉
国
善
光
寺
に
参
髄
中
に
最
初

の
安
心
を
得
た
。
こ
れ
を
表
現
し
た
も
の
が
、
伊
予
国
窪
寺
で
の
修
業
中
に
作
っ
た
「
十
一
不
二
の
頌
一
で
あ
る
。

十
劫
正
覚
衆
生
界
一
念
往
生
弥
陀
国

十
一
不
二
証
無
生
国
界
平
等
坐
大
会

第
一
句
…
…
十
劫
と
い
う
遠
い
昔
、
法
蔵
菩
薩
は
衆
生
済
度
の
た
め
に
誓
願
を
立
て
、
悟
り
を
得
て
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
が
、

そ
の
と
き
同
時
に
衆
生
の
往
生
も
成
就
し
た
。

第
二
句
…
…
現
在
の
す
べ
て
の
衆
生
は
ひ
と
た
び
阿
弥
陀
仏
の
名
を
唱
え
れ
ば
、
弥
陀
の
浄
土
に
往
生
で
き
る
。

第
三
句
…
…
十
劫
の
昔
の
阿
弥
陀
仏
の
正
覚
と
現
在
の
衆
生
の
一
念
往
生
と
は
本
来
別
で
は
な
く
、
絶
対
不
二
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
生
死
を
超
え
た
悟
り
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
四
句
…
…
弥
陀
国
と
衆
生
界
と
は
ひ
と
つ
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
は
い
ず
れ
に
い
て
も
阿
弥
陀
仏
が
教
え
を
説
く
法
会
の
席
に

坐
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
頌
の
要
点
は
第
三
句
の
「
十
一
不
二
一
に
あ
る
。
こ
れ
は
証
空
（
一
一
七
七
’
一
二
四
七
）
の
思
想
を
踏
襲
す
る
も
の
と
言
わ

（
肥
）

れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
も
一
遍
独
自
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
〈
可
井
雅
晴
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
証
空
の
信
仰
体

系
は
演
鐸
的
色
彩
が
強
く
、
「
十
一
不
二
」
と
知
る
と
こ
ろ
に
安
心
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
遍
に
は
知
的
な
理
解
を
こ
と
さ
ら
強
調

し
て
み
よ
う
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
一
遍
の
和
歌
が
一
名
号
」
に
収
放
し
て
い
く
様
子
が
概
ね
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

で
は
な
ぜ
一
遍
は
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
田
諦
善
氏
は
一
宗
祖
一
遍
の
思
想
と
信
仰
の
究
極
は
独
一
の
念

（
Ⅳ
）
 

仏
に
お
さ
ま
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
一
遍
の
「
名
号
」
観
を
検
討
し
な
が
》
ｂ
、
一
遍
に
お
け
る
和
歌
の
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
考
察

四）
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9２ 

第
二
句
…
…
十
界
、
即
ち
、
全
て
の
世
界
の
事
物
・
事
象
は
一
如
で
あ
り
、
名
号
と
い
う
体
内
に
あ
る
。

第
三
句
…
…
あ
ら
ゆ
る
仏
道
修
行
の
中
で
、
我
執
・
妄
念
を
離
れ
て
名
号
を
唱
え
る
こ
と
が
、
名
号
の
内
に
あ
る
衆
生
の
往
生

と
阿
弥
陀
仏
の
正
覚
が
不
二
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

第
四
号
…
…
こ
の
名
号
を
唱
え
る
行
者
こ
そ
人
中
の
最
上
の
人
で
あ
り
、
あ
た
か
も
泥
中
の
白
蓮
華
に
も
た
と
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
同
じ
手
紙
の
末
尾
に
は
一
六
字
無
生
の
頌
」
が
あ
る
。

文
字
之
中
本
無
生
死

一
声
之
間
即
証
無
生

こ
の
頚
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
六
字
の
名
号
の
中
に
こ
そ
生
死
の
区
別
の
な
い
本
来
の
悟
り
の
境
地
が
あ
り
、
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
と
ひ
と
声
唱
え
る
瞬
間
に
、
生
死
を
超
え
た
悟
り
の
境
地
が
出
現
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

次
は
「
六
十
万
人
の
頌
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
永
十
一
年
、
熊
野
権
現
よ
り
「
阿
弥
陀
仏
の
十
劫
正
覚
に
一
切
衆
生
は
南
無
阿
弥
陀

仏
と
決
定
す
る
と
こ
ろ
也
」
と
い
う
神
託
を
受
け
、
二
度
目
の
安
心
を
得
た
一
遍
が
、
聖
戒
へ
送
っ
た
手
紙
の
末
尾
に
付
記
し
た
も
の

す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
故
郷
で
還
俗
生
活
を
送
っ
て
い
た
一
週
が
、
地
面
に
落
ち
て
回
り
止
む
輪
鼓
を
見
て
輪
廻
転
生
の

道
理
を
悟
っ
た
と
い
う
逸
話
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
一
遍
は
「
こ
狸
に
は
じ
め
て
心
に
あ
た
て
生
死
の
こ
と
は
り

を
恩
ひ
し
り
、
仏
法
の
む
ね
を
え
た
り
き
」
（
第
二
と
の
ち
に
語
っ
た
と
い
う
が
、
証
空
の
弟
子
で
あ
る
聖
達
に
師
事
し
て
教
学
研

究
を
し
た
と
は
い
え
、
当
初
か
ら
一
遍
に
は
単
な
る
論
理
を
超
越
し
た
体
験
・
覚
悟
と
い
っ
た
も
の
を
重
視
す
る
姿
勢
が
看
取
さ

れ
る
。

で
あ
る
。六
字
名
号
一
遍
法
十
界
依
服
一
遍
体

万
行
離
念
一
遍
証
人
中
上
々
妙
好
華

第
一
句
…
…
｜
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
六
字
の
名
号
は
、
宇
宙
の
本
体
で
あ
る
と
同
時
に
遍
く
行
き
渡
っ
て
い
る
教
え
で
も
あ

る
○ 
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9３ 

以
上
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
名
号
に
絶
対
的
・
超
越
的
な
力
を
認
め
た
一
週
の
思
想
が
、
当
時
の
人
々
に
正
し
く
理
解
さ
れ

て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
「
野
守
鏡
』
に
、
「
一
遍
房
と
い
ひ
し
僧
、
念
仏
義
を
あ
や
ま
り
て
、
踊
躍
歓

（
釦
）

童
自
と
い
ふ
は
を
ど
る
べ
き
心
な
り
と
て
、
頭
を
ふ
り
足
を
あ
げ
て
を
ど
る
を
も
て
、
念
仏
の
行
義
と
し
て
一
と
あ
る
よ
う
に
、
一
遍
の

宗
教
は
当
時
の
人
々
の
目
に
は
ま
ず
も
っ
て
一
踊
る
宗
教
」
と
映
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
踊
念
仏
を
始
め
と
し

て
、
一
遍
の
宗
教
の
特
徴
と
目
さ
れ
る
遊
行
、
賦
算
等
は
仏
典
の
典
拠
や
本
説
と
い
っ
た
も
の
か
ら
な
り
か
け
離
れ
た
所
に
立
脚
し
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
、
名
号
の
絶
対
性
へ
向
か
う
論
理
的
ス
テ
ッ
プ
と
も
な
っ
て
い
な
い
。
五
来
重
氏
は
一
遍
の
念
仏
の
根
底
に
は
日

「
十
一
不
二
の
頌
」
に
あ
っ
て
は
阿
弥
陀
仏
の
絶
対
性
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
「
六
十
万
人
の
頌
し
お
よ
び
ヱ
ハ
字
無
生
の
頌
｜
で

は
阿
弥
陀
仏
が
背
後
に
退
い
て
、
名
号
の
効
能
が
前
而
に
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
名
号
は
阿
弥
陀
仏
の
正
覚
と
衆
生
の

往
生
を
可
能
な
ら
し
め
る
契
機
で
あ
る
と
同
時
に
、
阿
弥
陀
仏
お
よ
び
衆
生
と
一
体
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
二
週
は
達
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
で
は
な
く
名
号
に
絶
対
性
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
名
号
至
上
主
義
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
名
号
の
効
能
は
一
体
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
遍
の
論
理

か
ら
す
る
と
も
は
や
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
名
号
の
絶
対
性
へ
至
る
論
理
的
ス
テ
ッ
プ
が
欠
落

し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
も
致
し
方
な
い
。
名
号
至
上
主
義
は
一
週
の
単
な
る
覚
悟
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
結
局
、
聿
遍
は

「
阿
弥
陀
仏
の
十
劫
正
覚
に
一
切
衆
生
の
往
生
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
決
定
す
る
と
こ
ろ
也
」
と
い
う
熊
野
権
現
の
神
勅
に
頼
ら
ざ
る
を

え
な
い
が
、
こ
れ
で
は
名
号
の
絶
対
性
の
主
張
は
論
理
的
に
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
。
ま
た
、
熊
野
権
現
の
本
地
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と

は
い
え
、
神
勅
そ
れ
自
体
は
仏
教
の
教
理
と
全
く
別
物
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
こ
に
も
論
理
的
ス
テ
ッ
プ
よ
り
も
体
験
や
覚
悟
と

い
っ
た
も
の
を
菰
視
す
る
一
週
の
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
、
二
通
上
人
語
録
』
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

我
法
門
は
熊
野
権
現
夢
想
の
口
伝
な
り
。
年
来
浄
土
の
法
門
を
十
二
年
ま
で
学
せ
し
に
、
す
べ
て
意
楽
を
な
ら
ひ
う
し
な
は

ず
。
し
か
る
を
、
熊
野
参
篭
の
時
、
御
示
現
に
い
は
く
、
「
心
品
の
さ
ば
く
り
有
べ
か
ら
ず
。
此
心
は
、
よ
き
時
も
あ
し
き
時

も
、
迷
な
る
故
に
、
出
離
の
要
と
は
な
ら
ず
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
往
生
す
る
な
り
」
と
云
云
。
我
此
時
よ
り
自
力
の
意
楽
を
ば
捨

（
側
）

果
た
り
。
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9４ 

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
と
き
、
一
遍
に
お
い
て
和
歌
の
占
め
る
位
置
も
自
ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
一

遍
は
随
感
随
想
、
ｎ
に
浮
か
ぶ
ま
ま
詠
み
捨
て
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
聞
く
側
は
一
遍
の
歌
を
絶
対
者
の
言
葉
と
受
け
取

り
、
そ
れ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
一
遍
の
教
え
を
感
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
遍
の
歌
が
名
号
に
収
散
し
て
い
く
も
の
で
あ
る

と
は
い
え
、
和
歌
そ
れ
自
体
は
体
系
的
お
よ
び
論
理
的
な
説
示
た
り
え
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
も
和
歌
は

人
々
の
月
を
名
号
へ
と
向
け
さ
せ
る
た
め
の
感
性
的
媒
介
に
過
ぎ
な
い
。
踊
念
仏
、
賦
算
、
遊
行
等
が
日
本
固
有
の
民
族
的
心
性
に
合

致
し
て
い
た
故
に
布
教
効
果
を
博
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
和
歌
も
古
来
か
ら
の
和
歌
即
陀
羅
尼
観
を
背
景
に
し
て
目
ざ
ま
し
い
布
教
効

果
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
て
も
あ
な
が
ち
間
違
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
一
遍
の
和
歌
は
、
結
果
的
に
は
、
名
号
の
絶
対
性
を
主
張
す

る
際
に
生
じ
る
論
理
的
飛
躍
を
埋
め
合
わ
せ
る
べ
く
、
人
々
の
目
を
名
号
へ
向
け
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
働
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

算
を
生
み
、
行
動
処

と
述
べ
て
い
る
が
、

も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
固
有
の
民
族
宗
教
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
二
週
は
す
べ
て
の
予
言
者
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
民
族
の
血
と
伝
統
に
無
意
識
の
う
ち

に
う
な
が
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
一
遍
自
身
は
生
涯
そ
れ
を
意
識
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
民
族
宗
教
の
集
団
性
は
時
衆
と
賦

（
別
）

算
を
生
み
、
行
動
性
は
遊
行
と
踊
念
仏
と
な
り
、
狂
信
性
は
神
勅
・
奇
蹟
お
よ
び
時
衆
の
入
水
往
生
等
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
｜

と
述
べ
て
い
る
が
、
蹄
念
仏
、
賦
算
、
遊
行
等
の
布
教
手
段
は
、
人
々
の
目
を
名
号
へ
と
向
け
さ
せ
る
感
性
的
媒
介
と
し
て
機
能
し
た

〈
注
〉

（
１
）
「
｜
遍
聖
絵
』
は
。
週
上
人
絵
伝
』
と
題
さ
れ
て
一
日
本
絵
巻
物
大
成
』
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
三
年
）
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
本
論
の

記
述
は
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
『
聖
絵
』
と
略
記
す
る
。

（
２
）
三
遍
上
人
の
研
究
』
（
京
都
時
宗
青
年
同
盟
編
、
丁
字
屋
書
店
、
昭
和
十
三
年
）
所
収
。

（
３
）
同
前
、
一
九
七
頁
、
二
○
二
頁
。

（
４
）
藤
原
正
義
『
兼
好
と
そ
の
周
辺
』
（
桜
楓
社
、
昭
和
四
五
年
）
所
収
。

（
５
）
同
前
、
二
四
四
「
二
四
五
頁
。
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（
６
）
大
久
保
道
舟
編
「
道
元
禅
師
全
集
』
（
筑
摩
香
一
男
、
昭
和
四
五
年
）
下
巻
、
「
道
元
禅
師
和
歌
集
」
よ
り
。

（
７
）
同
前
、
「
解
題
」
参
照
。

（
８
）
金
井
清
光
『
時
衆
文
芸
研
究
』
（
風
間
書
店
、
昭
和
四
二
年
）
、
八
三
頁
。
「
時
衆
制
誠
」
に
つ
い
て
ひ
と
こ
と
触
れ
て
お
く
と
、
こ
れ
は
時

衆
の
修
行
生
活
に
関
し
て
一
遍
が
定
め
た
と
言
わ
れ
て
い
る
十
八
ケ
条
の
制
誠
で
あ
り
、
『
奉
納
縁
起
記
』
（
二
祖
真
教
著
）
と
『
｜
通
上
人
語

録
」
上
巻
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
誠
は
『
聖
絵
」
に
も
一
．
遊
行
上
人
縁
起
絵
』
に
も
出
て
い
な
い
。
ま
た
、
末
尾
の
「
我
が
遺
弟
等
、
末

代
に
至
る
ま
で
此
の
旨
を
守
り
、
努
め
て
三
業
の
行
体
を
怠
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
言
葉
に
し
て
も
、
臨
終
に
際
し
て
「
我
化
導
は
一
期
ば

か
り
ぞ
」
（
第
十
一
）
と
述
べ
た
一
遍
の
言
葉
に
し
て
は
少
々
不
可
解
で
あ
る
。
一
応
真
偽
の
ほ
ど
は
保
留
に
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
「
一
遍
辞
典
」
（
今
井
雅
晴
編
、
東
京
堂
出
版
、
平
成
元
年
）
、
一
三
○
頁
参
照
。

（
９
）
同
前
、
一
○
七
頁
。

（
、
）
（
日
本
古
典
文
学
体
系
』
八
五
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
一
年
）
、
二
二
一
一
’
二
二
三
頁
。

（
Ⅱ
）
佐
々
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
体
系
』
（
風
間
書
一
房
、
昭
和
三
二
年
）
第
四
巻
、
一
○
九
頁
。

（
烟
）
柚
崎
光
政
「
一
鬮
智
真
の
詠
歌
の
特
質
ｌ
主
に
歯
行
と
の
か
か
わ
り
を
適
し
て
１
（
帆
冶
大
学
日
本
文
罐
上
、
脇
緬
颪
一
轆
一
、
二

一

頁
○ 

后
’
新
編
国
歌
大
観
第
一
巻
勅
撰
集
編
歌
集
」
（
角
川
灘
店
、
昭
和
五
八
年
）
、
四
七
六
頁
。

『
新
編
国
歌
大
観
第
二
巻
私
撰
染
編
歌
集
」
、
八
三
六
’
八
三
七
頁
。

「
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
（
岩
波
轡
店
、
昭
和
五
九
年
）
第
五
巻
三
五
二
頁
。

石
原
清
志
『
釈
教
歌
の
研
究
』
（
同
肌
舎
出
版
、
昭
和
五
七
年
）
、
二
○
「
一
二
頁
。

平
田
論
善
一
．
時
衆
教
学
の
研
究
』
（
山
喜
房
仏
書
林
、
昭
和
五
二
年
）
、
一
四
四
頁
。

今
井
雅
晴
「
時
宗
成
立
史
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
六
年
）
、
四
五
頁
。

「
一
遍
上
人
語
録
』
（
岩
波
文
庫
、
昭
和
六
○
年
）
、
一
二
二
一
二
三
頁
。

「
野
守
鏡
』
（
佐
々
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
体
系
』
第
四
巻
、
風
間
書
一
房
、
昭
和
三
三
年
）
、
六
八
頁
。

五
来
重
。
遍
と
高
野
・
熊
野
お
よ
び
踊
念
仏
」
（
一
一
遍
聖
絵
』
〈
日
本
絵
巻
物
全
集
十
〉
角
川
書
店
、
昭
和
三
五
年
）
、
十
六
頁
。

（
日
本
古
典
文
学
体
系
』
八
五
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
一
年
）
、
二
二
一
一
’
二
二
三
頁
。

佐
々
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
体
系
』
（
風
間
書
一
房
、
昭
和
三
二
年
）
第
四
巻
、
一
○
九
頁
。

柏
崎
光
政
「
一
鬮
智
真
の
詠
歌
の
特
質
ｌ
主
に
西
行
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
Ｉ
（
明
治
大
学
日
本
文
学
」
七
、
昭
和
五
一
年
）
、
二
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