
題
が
あ
る
よ
う
に
考

記
』
第
二
部
冒
頭
部

を
述
べ
た
が
、
本
稿

小
さ
な
も
の
で
は
あ

解
脱
房
貞
慶
上
人

は
じ

『
太
平
記
』
巻
十
二

は
、
本
文
注
釈
と
は

考
が
あ
る
が
、
こ
れ

こ
の
説
話
の
中
で
の

『
太
平
記

『
太

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
論
者
は
既
に
二
つ

に
お
け
る
文
観
批
判
の
位
置
づ
け
に
つ

で
は
そ
れ
ら
（
主
に
細
川
氏
の
所
論
）

る
が
ひ
と
つ
の
問
題
提
起
を
行
お
う
と

説
話
の
構
成
な
ど

め
にに

載
せ
ら
れ
る
解
脱
上
人
こ
と
貞
慶

別
に
す
で
に
細
川
涼
一
氏
、
森
田
貴
之

ら
先
行
の
諸
研
究
で
は
言
及
さ
れ
る
こ

一
、
二
の
字
句
の
小
さ
な
異
同
に
つ
い

』
巻
十
二

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中
の

平
記
』
巻
十
二

解
脱

の
旧
稿
で
『
太
平

い
て
多
少
の
私
見

を
受
け
て
、
ご
く

す
る
も
の
で
あ
る
。

阿
修

第
六

貞
慶

承
久

後
堀

貞
慶

再
度

の
説
話
に
つ
い
て

氏
の
独
立
し
た
論

と
の
な
か
っ
た
、

て
な
お
若
干
の
問

最
初
に
、

既
に
森
田
氏

た
だ
く
こ
と

後
醍

貞
慶

貞
慶

字
句
に
関
す
る
一
、
二
の
小
問
題

上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中

羅
王
、
眷
属
た
ち
の
登
場

天
魔
王
の
提
案

は
そ
れ
を
聴
い
て
笠
置
へ
隠
遁
す
る

の
乱
勃
発

川
が
貞
慶
を
召
す

は
そ
れ
を
拒
絶

、
文
観
批
判

こ
の
説
話
の
構
成
に
つ
い
て
の
整
理
か

の
的
確
な
要
約
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で

に
す
る
。

醐
の
建
武
新
政
権
下
で
奢
侈
に
耽
る
文

出
生
譚

の
伊
勢
参
宮

一

の
字
句
に
関
す
る
一
、

田

中

ら
始
ま
る
べ
き
な
の
だ
が
、

は
そ
れ
を
引
用
さ
せ
て
い

観
批
判

二
二

二
の
小
問
題

正

人



『
太
平
記

く
史
実
で
は
な
か
ろ

本
稿
で
は
以
下

こ
の
説
話
が
な
ぜ
取

る
の
か
、
と
い
う
視

題
点
と
し
て
考
え
ら

と
そ
の
眷
属
の
出
現

も
の
の
意
味
と
い
う

と
で
あ
ろ
う
。
こ
の

乱
暴
に
ま
と
め
る
な

に
つ
い
て
は
あ
る
程

可
能
で
あ
り
、

阿
修
羅
王
の
登
場
す

、
の
四
つ
の
グ
ル

の
阿
修
羅
王
の
登

倉
末
か
ら
南
北
朝
期

わ
ち
修
行
の
心
を
挫

詳
細
な
検
討
が
加
え

『
太
平
記
』
に
お
け

の
貞
慶
説

』
巻
十
二

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中
の

う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

の
、
貞
慶
の
伊
勢
参
宮
に
つ
い
て
、
主

り
込
ま
れ
た
の
か
、
そ
れ
が
ど
う
い
う

点
か
ら
最
初
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
す

れ
る
の
は
、

の
話
柄
の
出
典
を
含

、
第
六
天
魔
王
の
予
言
と
い
う
異
様
な

こ
と
と
、

、

、

の
話
柄
の

う
ち
の
後
者
に
つ
い
て
現
在
ま
で
の
所

ら
、

に
つ
い
て
は
先
行
文
献
に
例
が

度
の
史
実
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

に
つ
い
て
は
歴
史
的
事
実
の
順
序
や

る

、
第
六
天
魔
王
の
予
言
の
後
日

ー
プ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

場
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
細
川
氏
の
論

の
仏
教
と
神
道
の
関
わ
り
を
、
第
六

か
れ
た
も
の
の
堕
す
る
世
界
の
捉
え
方

ら
れ
て
い
る
。

る
こ
の
説
話
の
位
置
づ
け
を
検
討
す

話
は
さ
ら
に
出
生
譚
の

、
伊
勢
参
宮

字
句
に
関
す
る
一
、
二
の
小
問
題

に
『
太
平
記
』
に

効
果
を
挙
げ
て
い

る
。

故
笠
置

ニ
テ
ハ

リ
テ
、

と
八
幡
神
の

る
。

め
た
、
阿
修
羅
王

事
象
が
象
徴
す
る

史
実
性
と
い
う
こ

説
を
私
見
で
ご
く

認
め
が
た
く
、

と
考
え
る
こ
と
が

人
脈
か
ら
お
そ
ら

任
縁
歳

宮
ニ
参

ケ
ル

と
思
い
立

脱
房
伊
勢
参

話
が
収
め
ら

ろ
と
し
て

譚
と
し
て
の

こ
の
う
ち
、

考
（

）
で
、
鎌

天
「
魔
道
」
す
な

と
い
う
視
点
か
ら

る
と
き
、
ま
ず
問

こ
の
解
脱

異
文
は
な
い

る
の
だ
が
、

『
太
平
記
』

子
ナ
リ
ケ
レ

さ
ら
に

の
往
路
を
描
く

、

解
脱
上
人

一

ノ
上
人
、
菩
提
心
祈
請
ノ
為
ニ
八
幡
ニ

斗
ガ
タ
シ
。
太
神
宮
ヘ
参
リ
テ
、
申
給

道
ノ
様
ナ
ド
、
委
ク
教
サ
セ
給
ケ
リ

導
き
に
よ
っ
て
「
笠
置
上
人
」
貞
慶

月
ヲ
渡
リ
、
利
生
山
川
ヲ
抖
藪
シ
給

テ
、
内
外
宮
ヲ
巡
礼
シ
テ
、
潜
ニ
自
受

ち
、
伊
勢
へ
と
向
か
う
姿
を
描
く
。
既

宮
説
話
に
つ
い
て
は
『
沙
石
集
』
巻
一

れ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
る
と
「
或
神
官

上
人
の
説
話
に
つ
い
て
は
『
太
平
記
』

。
も
っ
と
も
字
句
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
絞

そ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
の
主
題
と
し
て

で
は
「
其
母
七
歳
ノ
時
、
夢
中
ニ
鈴

バ
」
と
い
う
出
生
を
記
し
、
そ
れ
が
長

の
伊
勢
参
宮

『
沙
石
集
』
と
の
比
較

二
三 参

籠
、
示
現
ニ
、「
我
力

ヘ
」
ト
、
夢
中
ニ
御
告
ア

が
伊
勢
へ
向
か
っ
た
と
す

ケ
ル
ガ
、
或
時
伊
勢
太
神

法
楽
ノ
法
施
ヲ
ゾ
被
奉

に
周
知
の
と
お
り
こ
の
解

に
筋
立
て
で
は
略
同
一
の

」
が
無
住
に
語
っ
た
と
こ

諸
本
で
そ
れ
ほ
ど
大
き
な

る
と
多
少
の
問
題
点
も
あ

少
し
後
で
ふ
れ
る
。

ヲ
呑
ト
見
テ
設
タ
リ
ケ
ル

じ
て
「
解
脱
房
」
と
な
り

か
ら



外
宮
ノ
南
ノ
山

ミ
チ

タ
リ

リ
。（
以
下
略
）

と
、
道
す
が
ら
で

次
の
よ
う
に
説
く
。

此
蓮
華
ハ
、
当

ベ
キ
ハ
ツ
ボ
メ

か
か
わ
ら
ず
太
神
が

を
背
景
に
し
た
表
現

気
に
も
な
れ
ず
、
一

雨
が
激
し
く
吹
き
、

話
の
流
れ
で
あ
る
。

『
沙
石
集
』
で
は
経

は
引
き
続
き
夢
の
中

『
太
平
記

『
太
平
記
』
で
は
伊

大
方
自
余
ノ
社

便
ノ

顕
セ
ル

ヲ
表
ス
ト
覚
タ

と
の
感
慨
に
ふ
け
る

ヘ
バ
、
其
モ
尚
有
化ヲ

直
ニ
越
テ
参
給
フ
。
山
ノ
頂
ニ
池
ア

。
或
ハ
開
タ
ル
花
、
或
ツ
ボ
ミ
タ
ル
花

蓮
華
の
花
を
目
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ

社
ノ
神
官
ノ
、
既
ニ
往
生
シ
タ
ル
ハ
開

リ
。
和
光
ノ
方
便
ニ
テ
、
多
ク
ハ
往
生

仏
教
の
守
護
者
で
あ
る
、
と
い
う
中
世

が
続
く
。
さ
ら
に
日
が
暮
れ
た
あ
と
在

人
外
宮
の
前
で
解
脱
房
が
念
誦
を
し
て

天
上
に
異
様
な
一
団
が
現
れ
る

と
い

過
が
や
や
複
雑
で
、
八
幡
の
夢
告
の

で
伊
勢
へ
の
道
を
た
ど
り
、

』
巻
十
二

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中
の

勢
に
到
着
し
た
解
脱
房
は
太
神
宮
を

ニ
ハ
様
替
テ
、
千
木
不
曲
形
祖
木
不

カ
ト
見
ヘ
、
古
松
垂
枝
老
樹
敷
葉
、

リ
。

。
そ
し
て
「
仮
ニ
雖
似
忌
三
宝
名

俗
結
縁
理
覚
」
と
、
伊
勢
太
神
の
仏

リ
。
大
小
ノ
蓮
華

、
色
香
実
ニ
妙
ナ

の
傍
ら
の
人
物
が

ケ
タ
リ
。
往
生
ス

ス
ル
ナ
リ
。

が
使
わ
れ
て

『
沙
石
集
』

密
接
な
か
か

ど
の
違
和
感

そ
れ
に
つ
い

「
古
松
枝

神
道
独
特
の
教
説

家
の
宿
を
借
り
る

い
る
と
、
突
然
風

う
の
が
こ
の
後
の

あ
と
「
笠
置
上
人
」

の
大
筋
は
同

文
が
存
在
し

の
は
ど
こ
に

ひ
と
つ
指

れ
も
夢
中
の

た
も
の
を
見

「
老
樹
」、
一

字
句
に
関
す
る
一
、
二
の
小
問
題

見
て、

是
正
直
捨
方

皆
下
化
衆
生
ノ
相

、
内
証
深
心
ヲ
思

教
拒
否
と
、
に
も

夢
か
ら
覚

道
ス
ガ
ラ
夢

の
説
話
と
し

て
い
る
「
経

は
『
太
平
記

こ
の
二
つ

い
る
と
い
う
点
が
共
通
し
て
い
る
と
い

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
蓮
華
は
、

わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ

は
な
い
。
が
、「
古
松
」「
老
樹
」
は
ど

て
若
干
の
私
見
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

ヲ
垂
レ
、
老
樹
葉
ヲ
敷
ク
」

一
で
あ
る
が
、
文
章
上
の
依
拠
関
係
が

な
い
こ
と
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、

理
由
が
あ
る
と
い
え
る
か
。

摘
で
き
る
の
は
、
太
神
宮
に
到
着
し
て

）
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
貞
慶

る
、
と
い
う
仕
掛
け
で
あ
ろ
う
。
そ

方
は
「
蓮
華
」
と
い
う
違
い
が
あ
る
も 一

め
た
「
笠
置
上
人
」
は
「
只
一
人
夢
ニ

ニ
違
」
う
こ
と
な
く
太
神
宮
へ
と
た
ど

て
の
眼
目
は
、
実
は
先
に
（
以
下
略
）

基
ノ
禰
宜
」
な
る
人
物
と
の
因
縁
の
話

』
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
取
り
入
れ

の
話
を
並
べ
て
気
が
つ
く
の
は
、
貞
慶

え
る
の
で
あ
る
。

仏
教
の
教
理
と
き
わ
め
て

で
登
場
す
る
こ
と
に
さ
ほ

う
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で

指
摘
で
き
る
ほ
ど
に
は
同

似
通
っ
た
印
象
を
受
け
る

か
ら
と
、
道
す
が
ら
（
そ

が
仏
道
の
道
理
を
象
徴
し

し
て
、
一
方
は
「
古
松
」

の
の
、
両
方
と
も
に
草
木

二
四

任
セ
テ
参
給
フ
ニ
、
少
モ

り
着
く
。『
沙
石
集
』
で

と
し
た
部
分
で
ふ
れ
ら
れ

に
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
点

ら
れ
て
い
な
い
。

が
伊
勢
に
参
る
と
い
う
話



『
太
平
記

法
華
経
漢
土
に

と
い
う
一
節
が
あ
る

「
古
松
老
杉
」
と
い

の
で
、『
八
幡
愚
童
訓

た
言
葉
で
あ
る
と
考

が
八
幡
神
の
夢
告
で

も
散
見
で
き
る
よ
う

幡
信
仰
と
の
関
係
に

『
八
幡
愚
童
訓
』
乙

る
。
八
幡
神
の
神
体

と
め
た
も
の
で
あ
る

移
る
箇
所
に

の
取
り
ま
と
め
方
と

点
が
見
ら
れ
る
の
で

『
太
平
記
』
と
『
八
幡

の
か
ど
う
か
、
と
い

現
在
で
も
、
論
ず
べ

変
わ
り
が
な
い
の
だ

と
え
ば
『
沙
石
集
』

旧
稿
で
、
同
じ
巻

』
巻
十
二

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中
の

わ
た
り
し
時
は
、
古
松
老
杉

を
う
な

。
う
言
い
回
し
は
た
と
え
ば
『
明
衡
往

』
の
頃
、
鎌
倉
時
代
の
後
半
に
は
既

え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

あ
っ
た
よ
う
に
、
八
幡
信
仰
と
の
関
わ

に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
ま
と
ま
り
を
欠

つ
い
て
述
べ
る
。

本
の
第
四
章
に
当
た
る
「
御
体
事
」

が
石
で
あ
る
こ
と
、
神
璽
に
ま
つ
わ
る

。
こ
の
章
段
の
後
半
、
神
体
の
話
題
が

い
う
点
で
『
八
幡
愚
童
訓
』
甲
本
の
叙

は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
を
行
っ
た
。

愚
童
訓
』
の
間
に
何
ら
か
の
か
か
わ

う
こ
と
に
つ
い
て
は
い
う
べ
き
も
の
が

き
も
の
と
し
て
さ
ほ
ど
の
準
備
が
で
き

が
、
そ
れ
で
も
今
回
取
り
上
げ
た
貞
慶

巻
一
の
「
笠
置
上
人
」
の
伊
勢
参
宮
の

十
二
に
収
め
る
弘
法
大
師
の
請
雨
説
話

字
句
に
関
す
る
一
、
二
の
小
問
題

だ
れ
て
礼
拝
し

来
』
に
も
見
え
る

に
人
口
に
膾
炙
し

は
そ
の
使
わ
れ
方

に
方
便

法
を
聞

に
仏
と

と
さ
れ
、

「
法
華
経
」
に

り
が
多
少
な
り
と

く
が
そ
う
し
た
八

と
い
う
章
段
が
あ

秘
蹟
、
故
事
を
ま

終
わ
り
、
神
璽
へ

た
と
え
ば

便
」
は
「
法

今
我
喜

正
直
捨

菩
薩
聞

千
二
百

（
今
わ
れ

述
方
法
に
類
似
の

た
だ
、
そ
の
際
、

り
が
指
摘
で
き
る

何
一
つ
な
か
っ
た
。

て
い
な
い
こ
と
は

の
周
辺
に
は
、
た

そ
も
そ
も
の
発
端

ひ
と
つ
は
「

え
に
対
し
て

記
』
の
「
正

く
と
い
う
表

関
係
に
あ
る

っ
て
い
る
こ

も
ま
た
、「
法

に
つ
い
て
、
素
材

で
あ
る
。
ひ

一

を
捨
て
て
、
但
、
無
上
道
の
み
を
説
く

き
て
、
疑
網
を
皆
已
に
除
き
、
千
二
百

作
る
べ
し
）

字
義
通
り
に
は
「
方
便
を
捨
て
て
悟
り

お
い
て
は
、
方
便
に
よ
ら
ず
悟
り
を

岡
見
正
雄
氏
が
注
で
指
摘
し
て
い
る
よ

華
経
」
の
第
二
、「
方
便
品
」
に
あ
る

無
畏

於
諸
菩
薩
中

方
便

但
説
無
上
道

是
法

疑
網
皆
已
除

羅
漢

悉
亦
当
作
仏

は
喜
び
畏
る
る
こ
と
な
く
、
諸
の
菩

法
華
経
漢
土
に
わ
た
り
し
時
」
と
い
う

「
古
松
老
杉
」
が
う
な
だ
れ
て
礼
賛
し

直
捨
方
便
」
を
聴
き
「
古
松
」
が
枝
を

現
と
類
似
の
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う

と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が

と
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ

華
経
」
の
重
要
な
教
理
の
ひ
と
つ
で

と
つ
は
「

を
う
な
だ
れ
て
」
と
い
う

二
五

を
も
っ
て
、
菩
薩
は
こ
の

の
羅
漢
も
、
悉
く
亦
、
当

を
開
く
こ
と
」
で
あ
る
が
、

解
い
た
も
の
こ
そ
こ
の

う
に
、
こ
の
「
正
直
捨
方

言
葉
で
、

薩
の
中
に
お
い
て
、
正
直

状
況
で
あ
る
。
法
華
の
教

た
と
い
う
文
脈
は
『
太
平

垂
れ
「
老
樹
」
が
葉
を
敷

。
こ
れ
ら
は
直
接
の
参
照

、
共
通
の
教
養
の
上
に
立

な
ら
、「
正
直
捨
方
便
」

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

様
態
の
あ
り
さ
ま
、
も
う



欠
巻
）、
ま
た
後
出
と

ま
た
増
補
系
と
さ
れ

る
が
、
玄
玖
本
系
（

こ
を
「
正
直
捨
権
」

「
正
直
捨
権
」
と
は

言
葉
で
あ
る
。
で
は

は
不
明
と
い
う
し
か

「
正
直

本
稿
の
冒
頭
で
、

は
諸
伝
本
中
、
目
立

な
る
と
事
情
は
少
々

あ
る
。

古
本
系
に
分
類
さ

『
太
平
記

「
法
華
経
」
な
の
で
あ

童
訓
』
が
「
法
華
経

記
』
の
「
正
直
捨
方

で
あ
る
、
と
も
い
え

の
関
わ
り
と
い
う
こ

文
に
実
は
微
妙
な
異

さ
れ
る
も
の
の
う
ち
流
布
本
、
梵
舜

る
天
正
本
な
ど
は
い
ず
れ
も
「
正
直
捨

玄
玖
本
お
よ
び
神
宮
徴
古
館
本
）
の
み

と
す
る
。

「
法
華
経
」
を
検
索
し
た
限
り
で
は

ど
こ
か
ら
き
た
の
か
と
い
う
と
、『
太

な
い
が
用
語
と
し
て
は
あ
ま
り
に
有
名

捨
方
便
」

今
回
論
じ
て
い
る
解
脱
上
人
伊
勢
参
宮

っ
た
異
同
が
存
在
し
な
い
、
と
し
た
。

異
な
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
こ
の
「
正
直

れ
る
諸
本
の
う
ち
、
南
都
本
系
、
西
源

』
巻
十
二

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中
の

る
、
と
い
う
特
別
の
意
味
を
持
つ
。

漢
土
に
わ
た
り
し
時
」
と
い
う
部
分
は

便
」
が
な
さ
れ
た
と
き
と
読
み
替
え
る

よ
う
。
そ
う
な
っ
た
場
合
、「
法
華
経

と
が
当
然
に
問
題
に
な
る
が
、
そ
の
前

同
が
存
在
す
る
。
次
節
で
は
そ
れ
に
つ

本
、
中
京
大
本
、

方
便
」
な
の
で
あ

は
、
双
方
と
も
こ

経
典
中
に
は
な
い

平
記
』
へ
の
由
来

な
言
葉
で
は
あ
る
。

題
で
あ
る
の

の
用
法
に
つ

八
幡
抄
』
で

こ
の
書
は

お
よ
そ

た
八
幡

存
亡
の

の
説
話
に
つ
い
て

た
だ
し
、
細
部
に

捨
方
便
」
な
の
で

院
本
（
神
田
本
は

こ
ゝ
へ

せ
む
る

と
あ
り
、
日

は
「
正
直
捨

の
用
例
を
見

「
正
直
」
の

は
本
稿
の
当

字
句
に
関
す
る
一
、
二
の
小
問
題

つ
ま
り
、『
八
幡
愚

あ
る
い
は
『
太
平

こ
と
も
可
能
な
の

」
と
八
幡
信
仰
と

に
『
太
平
記
』
本

い
て
述
べ
る
。

も
っ
と
も
広

下
に
そ
の
前

任
経
文

を
ひ
つ

「
未
顕
真

車
」
に

で
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
が
、
日
蓮
に

い
て
今
ひ
と
つ
注
目
し
て
お
く
べ
き
事

あ
る
。

清
和
源
氏
の
氏
神
と
し
て
、
武
士
の
間

宮
は
、
元
来
、
宗
廟
神
で
あ
る
に
も
か

折
柄
、
炎
上
の
不
祥
事
さ
え
防
ぎ
得
な

を
し
よ
せ
、
念
仏
・
真
言
・
禅
・
律
等

に蓮
の
他
宗
排
撃
、
折
伏
の
文
脈
で
使
わ

方
便
」
と
変
わ
り
な
い
よ
う
で
は
あ
る

て
も
か
な
り
攻
撃
的
な
文
脈
で
使
わ
れ

語
の
倫
理
的
意
味
の
把
握
と
い
う
点

面
の
主
題
か
ら
ず
れ
る
こ
と
で
あ
る
し 一

く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
日
蓮
の
『
如
説

後
を
引
く
と

権
実
二
教
の
い
く
さ
を
起
こ
し
、
忍

さ
げ
て
、
一
部
八
巻
の
肝
心
妙
法
五

実
」
の
弓
を
は
り
「
正
直
捨
権
」
の

う
ち
乗
り
て
権
門
を
か
つ
ぱ
と
打
ち
破

お
け
る
「
正
直
捨
方
便
」

例
が
存
在
す
る
。『
諫
暁

に
も
篤
く
信
仰
さ
れ
て
き

か
わ
ら
ず
、
日
本
が
危
急

か
っ
た
の
か
。
こ
の
よ
う

の
八
宗
・
十
宗
の
敵
人
を

れ
て
い
る
。
語
義
と
し
て

が
、
用
法
と
し
て
は
、
こ

て
い
る
。

か
ら
の
日
蓮
の
位
置
づ
け

、
ま
た
か
な
り
大
き
な
問

二
六

修
行
鈔
』
で
あ
ろ
う
。
以

辱
の
鎧
を
着
て
妙
教
の
剣

字
の
は
た
を
さ
し
上
て
、

箭
を
は
げ
て
、「
大
白
牛

り
、
か
し
こ
へ
を
つ
か
け
、



『
太
平
記

『
太
平
記
』
に
お
い

の
語
の
用
例
は
三
か

村
八
幡
宮
事
」
に
引

方
を
離
れ
後
醍
醐
方

文
中
の
も
の
で
あ
る

か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ

日
蓮
が
非
常
に
強
い

使
っ
て
い
る
こ
と
か

論
理
、
こ
と
に
八
幡

「
正
直
」
が
、「
清
浄

に
、
こ
の
の
ち
の
法

仏
教
と
神
祇
信
仰
と

を
案
出
し
た
。

と
さ
れ
る
も
の
で

今
日
本
国
の
一

仏
を
す
て
奉
、

が
ご
と
し
。
本

便
の
法
花
経
を

と
八
幡
神
と
法
華
経

な
問
い
を
か
か

』
巻
十
二

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中
の

て
は
こ
の
解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話

所
あ
り
、
う
ち
ひ
と
つ
が
巻
第
九
「
高

く
、
足
利
高
氏
（
尊
氏
）
が
元
弘
の
乱

と
し
て
立
つ
際
に
丹
波
の
篠
村
八
幡
宮

。 と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
で
見

調
子
で
「
正
直
」「
正
直
捨
方
便
」「
正

ら
す
る
と
、
彼
の
「
正
直
」
と
八
幡
神

神
の
徳
の
中
心
に
「
正
直
」
を
置
く
と

」
と
な
ら
ん
で
中
世
神
道
の
中
核
概
念

華
神
道
へ
の
道
筋
を
も
示
し
て
い
る
と

の
関
わ
り
方
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の

あ
る
が
、
こ
の
末
尾
近
く

切
衆
生
は
八
幡
を
た
の
み
奉
る
や
う
に

影
を
う
や
ま
つ
て
体
を
あ
な
づ
る
、
子

地
釈
迦
如
来
に
し
て
、
月
氏
国
に
出
で

説
給
、
垂
迹
日
本
国
に
生
て
は
、
正
直

の
緊
密
な
関
係
を
説
く
。
こ
の
文
脈
は

げ
て
日
蓮
は
、
本
地
垂
迹
の
教
理
か
ら

字
句
に
関
す
る
一
、
二
の
小
問
題

の
ほ
か
に
「
正
直
」

氏
被
籠
願
書
於
篠

に
お
い
て
、
鎌
倉

に
納
め
た
願
文
の

「
正
直
」
を

降
の
両
部
神

根
本
を
な
す

な
る
の
は
「

が
反
本
地
垂

て
き
た
よ
う
に
、

直
捨
権
」
の
語
を

と
を
結
び
つ
け
る

い
う
考
え
方
は
、

と
い
わ
れ
る
だ
け

も
い
え
よ
う
し
、

で
も
あ
る
。

に
神
宿
る
」

が
、
こ
の
願

雄
氏
が
か
つ

た
う
え
示
さ

中
の
詞
句
と

だ
し
、
託
宣

で
の
用
法
に

も
て
な
し
、
釈
迦

に
向
て
親
を
罵
る

ゝ
は
、
正
直
捨
方

の
頂
に
す
み
給
。

「
正
直
」
の
観
念

ど
ま
ら
ず
広

る
こ
と
が
多

触
縁
雖

宿

正

と
あ
り
、
八

さ
れ
て
い
る

の
「
正
直
の

彼
独
特
の
弁
神
論

有
名
な
こ

一

も
っ
と
も
重
視
す
る
の
は
、
先
に
ふ

道
以
来
理
論
化
が
進
め
ら
れ
た
い
わ
ゆ

「
反
本
地
垂
迹
説
」
で
あ
る
と
さ
れ
て

正
直
捨
方
便
」
ま
た
は
「
正
直
捨
権
」

迹
説
に
お
け
る
「
正
直
」
と
ど
う
関
わ

（「
神
は
正
直
の
頭
に
宿
る
」）
の
も
と

文
の
「
正
直
」
の
語
句
に
つ
い
て
は
こ

て
注
釈
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

れ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
氏
の

関
係
が
あ
る
」
と
い
う
指
摘
を
確
認
し

か
ら
あ
と
の
伝
播
の
検
討
は
必
要
で
あ

注
意
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
わ

く
軍
記
の
中
に
見
ら
れ
る
八
幡
信
仰
の

い
が
、

分
化
、
畢
未
享
非
礼
之
奠
、
垂

直
之
頭

幡
神
と
、
徳
目
と
し
て
の
「
正
直
」
の

と
い
え
る
。
ま
た
、「
宿
正
直
之
頭
」

頂
に
す
み
給
」
と
同
じ
発
想
で
あ
る
。

の
願
文
に
つ
い
て
は
尊
氏
の
八
幡
崇
敬

二
七

れ
た
よ
う
に
、
鎌
倉
期
以

る
中
世
神
道
論
の
中
で
も

い
る
が
、
そ
こ
で
疑
問
と

の
法
華
経
で
の
「
正
直
」

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り

と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

れ
も
ま
た
す
で
に
岡
見
正

あ
り
、
用
例
を
博
捜
さ
れ

「
宇
佐
八
幡
宮
の
託
宣
の

て
お
く
に
と
ど
め
る
。
た

ろ
う
し
、
八
幡
信
仰
の
中

れ
る
。

具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ

慈
雖
利
生
、
偏
期

深
い
関
係
が
こ
こ
に
も
示

の
字
句
は
『
諫
暁
八
幡
抄
』

俚
諺
に
言
う
「
正
直
の
頭

、
ま
た
『
太
平
記
』
に
と



る
こ
の
解
脱
上
人
伊

る
。大

前
提
と
し
て
、

れ
は
『
太
平
記
』
本

有
心
人
ハ
、
皆

ト
シ
テ
、
行
道

此
名
利
ノ
絆
ニ

い
ま
結
論
と
し
て

で
あ
り
、
そ
こ
に
日

ば
な
ら
な
い
が
、「
法

係
を
考
慮
し
て
お
く

文
観

さ
て
、
上
述
の
若

『
太
平
記

（
こ
れ
に
つ
い
て
は
本

る
）、
本
稿
の
主
題
に

直
」
が
ど
う
い
う
背

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮

引
用
で
あ
る
可
能
性

法
華
経
の
中
で
使
わ

勢
参
宮
説
話
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、

こ
れ
が
「
文
観
批
判
」
で
あ
る
こ
と
は

文
か
ら
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
例

古
今
モ

光
消
跡
、
暮
山
ノ
雲
ニ

清
心
コ
ソ
生
涯
ヲ
盡
ス
事
ナ
ル
ニ

羈
レ
ケ
ル
モ
非
直
事
、
何
様
天
魔
外

軽
々
に
玄
玖
本
、
徴
古
館
本
系
の
「
正

蓮
の
用
法
の
影
響
を
見
る
と
断
ず
る
こ

華
経
」
ま
た
日
蓮
宗
と
八
幡
信
仰
と

こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も

批
判
の
論
理

干
の
検
討
を
な
し
た
上
で
、
こ
こ
で

』
巻
十
二

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中
の

稿
で
の
論
者
の
理
解
の
深
さ
の
限
界

と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
『
太
平
記

景
、
脈
絡
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い

説
話
に
お
け
る
「
正
直
捨
方
便
」
は
、

を
含
め
て
、「
方
便
」
と
組
み
合
わ
せ

れ
て
い
る
意
味
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
考

と
い
う
問
題
に
移

間
違
い
な
い
。
そ

え
ば
、

伴
一
池
ノ
蓮
ヲ
衣

、
此
ノ
僧
正
ハ
如

道
ノ
其
心
ニ
依
託

無
駄
で
は
あ

か
つ
て
『

（
１
）
武

（
２
）
祈と

（
３
）
律

買
っ

直
捨
権
」
が
先
出

と
は
避
け
な
け
れ

の
複
雑
な
影
響
関

の
で
あ
る
。

『
太
平
記
』
に
お
け

表
さ
れ
て
い

上
げ
方
は
、

意
あ
る
方
向

そ
の
場
合
の

人
物
造
形
を

う
と
思
わ
れ

た
理
由
が
あ

字
句
に
関
す
る
一
、
二
の
小
問
題

と
い
う
問
題
も
あ

』
に
お
け
る
「
正

う
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
何
ら
か
の

ら
れ
て
い
る
以
上
、

え
て
よ
か
ろ
う
。

シ
テ
、

の
部
分
は
諸

事
が
文
観
批

っ
た
こ
と
は

だ
と
し
た

題
と
な
る
。

る
ま
い
。

太
平
記
』
に
お
け
る
文
観
像
の
際
立
っ

を
た
く
わ
え
る
悪
僧
で
あ
る

に
従
事
す
る
後
醍
醐
の
護
持
僧
で
あ

い
う
、『
太
平
記
』
本
文
の
描
写
か
ら

僧
と
し
て
、
東
寺
お
よ
び
高
野
山
の
真

て
い
た

る
。
卓
論
で
は
あ
る
が
、
た
だ
し
『
太

極
言
す
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
虚
構
を
取

へ
人
物
像
を
歪
め
て
い
る
と
も
考
え
ら

「
悪
意
」
と
は
党
派
性
で
あ
ろ
う
、
と

考
え
る
上
で
ひ
と
つ
の
有
力
な
要
因
と

る
。
と
な
れ
ば
、
こ
こ
で
解
脱
上
人
が

っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
可 一

挙
動
セ
ル
カ
ト
覚
タ
リ
。

本
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
有
す
る
の
で
あ
る
か

判
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
『
太
平
記

疑
い
は
な
い
。

ら
、
な
ぜ
解
脱
上
人
が
選
ば
れ
た
の
か

こ
れ
に
つ
い
て
は
近
時
、
森
田
貴
之
氏

た
特
徴
は

る明
ら
か
な
部
分
の
ほ
か
に

言
僧
か
ら
非
常
な
恨
み
を

平
記
』
で
の
文
観
の
取
り

り
混
ぜ
た
上
で
一
定
の
悪

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

い
う
の
は
『
太
平
記
』
の

し
て
考
慮
し
て
よ
い
だ
ろ

選
ば
れ
た
の
に
も
そ
う
し

能
性
を
検
討
す
る
こ
と
は

二
八

ら
、
こ
の
解
脱
上
人
の
記

』
の
本
来
的
な
構
成
で
あ

、
と
い
う
こ
と
が
次
の
問

が
注
目
す
べ
き
諸
説
を
発



『
太
平
記

て
い
る
描
写
は
存
在

し
か
し
、
貞
慶

こ
と
を
契
機
と

護
で
そ
れ
を
免

間
に
記
憶
さ
れ

文
観
は
西
大
寺
流
律

な
信
奉
者
で
あ
っ
た

た
し
た
大
き
な
役
割

生
涯
仰
い
で
い
た
と

判
す
る
た
め
の
「
過

え
る
た
め
に
は
、『
太

う
根
拠
が
必
要
で
あ

と
が
あ
る
。

史
実
と
徴
し
た
と

南
都
の
反
文
観
派
か

見
と
い
っ
て
よ
い
だ

（
２
）
に
関
し
て
は

く
と
も
近
現
代
の
よ

問
題
と
な
る
の
は

と
い
う
可
能
性
を
、

』
巻
十
二

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中
の

し
な
い
。
細
川
氏
が

の
名
は
皮
肉
に
も
、
貞
慶
自
身
が
伊
勢

し
て
第
六
天
魔
王
に
憑
か
れ
よ
う
と
し

れ
る
、
と
い
う
伊
勢
参
宮
説
話
と
と
も

た
。
中
世
後
期
の
民
衆
の
間
で
は
、
顕

の
出
身
で
あ
り
、
西
大
寺
流
律
の
祖
で

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
史
実
の
貞
慶
が

、
そ
し
て
文
観
が
信
奉
す
る
叡
尊
が
貞

い
う
南
都
律
に
お
け
る
法
統
を
考
え
る

去
の
偉
大
な
人
物
」
の
例
と
し
て
彼
が

平
記
』
が
貞
慶
を
律
僧
と
し
て
認
識

ろ
う
。
し
か
し
『
太
平
記
』
本
文
で
貞

き
、（
１
）
は
高
野
山
徒
の
奏
状
に
見

ら
の
批
判
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

ろ
う
。

、『
太
平
記
』
は
比
較
的
中
立
的
に
描

う
な
邪
宗
淫
教
の
徒
、
妖
僧
怪
僧
と
は

（
３
）
で
あ
る
。
近
年
の
理
解
で
は
少

網
野
善
彦
氏
の
見
解
を
借
り
な
が
ら
旧

字
句
に
関
す
る
一
、
二
の
小
問
題

神
宮
に
参
宮
し
た

、
伊
勢
の
神
の
加

に
中
世
の
人
々
の

蜜
仏
教
の
碩
学
と

旧
稿
で
は

文
観
批
判
と

が
言
外
に
、

唆
し
て
い
る

側
は
文
観
を

あ
る
叡
尊
の
熱
烈

南
都
律
復
興
に
果

慶
を
先
師
と
し
て

と
き
、
文
観
を
批

挙
げ
ら
れ
た
と
考

し
て
い
た
、
と
い

慶
を
律
の
徒
と
し

を
そ
の
ま
ま

重
に
な
ら
な

て
特
徴
的
な

『
太
平
記
』
の

い
を
伊
勢
太

よ
り
強
調
さ

的
な
書
き
方

ら
れ
る
も
の
で
、

党
派
性
の
強
い
意

い
て
い
る
。
少
な

し
て
い
な
い
。

な
く
と
も
史
実
の

え
ら
れ

う
と
し

ろ
う
。

と
さ
れ
た
よ

厭
離
穢
土
心

同
時
に
深
く

こ
の
見
解
は

稿
で
指
摘
し
た
こ

し
て
の

一

『
太
平
記
』
で
文
観
が
批
判
さ
れ
る
論

の
そ
れ
に
間
に
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ

作
中
の
批
判
が
高
野
山
徒
と
立
場
を
同

の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
み
た
。
す

律
宗
僧
と
見
て
お
り
、
そ
れ
が
東
寺
一

『
太
平
記
』
の
叙
述
意
図
と
し
て
援
用

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
読
し
た
限
り

教
派
性
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る

文
脈
で
は
そ
の
奉
ず
る
宗
派
に
関
わ

神
の
加
護
に
よ
っ
て
退
け
る
と
い
う
、

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
、
果
た
し
て
何
ら
か
の
意
図
が
あ
る

た
、
伊
勢
に
参
宮
し
て
第
六
天
魔
王
に

た
「
解
脱
上
人
」
の
像
の
方
が
よ
り
普

う
に
、『
太
平
記
』
の
解
脱
上
人
は
、

、
鎮
専
欣
求
浄
土
勤
シ
給
ヒ
ケ
ル
」
真

太
神
を
敬
す
る
人
、
と
描
か
れ
て
い
る

解
脱
上
人
像
の
受
容
に
つ
い
て
述
べ
ら

実
際
の
貞
慶
よ
り
も
、
太
平
記
読
や
能

二
九

法
と
、
高
野
山
徒
か
ら
の

る
点
か
ら
、『
太
平
記
』

じ
く
し
て
い
る
こ
と
を
示

な
わ
ち
、
高
野
山
｜
東
寺

長
者
、
醍
醐
三
宝
院
座
主

で
き
る
か
は
い
さ
さ
か
慎

、
解
脱
上
人
に
律
僧
と
し

よ
う
に
思
う
。
む
し
ろ
、

ら
ず
、「
魔
道
」
か
ら
の
誘

神
祇
へ
の
崇
敬
の
ほ
う
が

こ
の
、
あ
る
種
の
脱
教
派

も
の
な
の
か
ど
う
か
。

驕
慢
の
心
を
着
け
ら
れ
よ

及
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ

持
戒
の
僧
で
は
な
く
、「
発

摯
な
仏
道
修
行
者
で
あ
り
、

。
も
ち
ろ
ん
、
細
川
氏
の

れ
た
も
の
な
の
で
、
そ
れ

役
者
の
演
能
に
よ
っ
て
伝



も
の
と
自
他
共
に
目

で
の
戦
勝
祈

を
行

愚
童
訓
』
甲
本
で
は

廿
六
日
ノ
初
夜

ノ
宝
前
ニ
シ
テ

上
人
、
舞
殿
ニ

と
あ
り
、
ま
た

古
襲
来
時
の
八
幡
神

平
記
』
の
叙
述
の
態

な
お
考
え
る
べ
き
点

「
諸
社
ノ
行
幸
御
幸

南
都
律
に
お
い
て

『
太
平
記

と
い
う
真
言
宗
の
頂

な
い
か
、
と
。
あ
え

の
立
場
を
読
み
取
ろ

で
は
変
わ
っ
て
い
な

は
な
い
か
と
、
本
稿

そ
こ
で
次
に
、『
太さ

れ
た
叡
尊
（
思
円
）
が
蒙
古
襲
来
時

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

弘
安
の
役
の
際
、

ノ
時
ヨ
リ
、
南
都
北
京
ノ
持
戒
ノ
律
僧

尊
勝
陀
羅
尼
ア
リ
。

毎
日
酉
時
ニ

シ
テ
尊
勝
法
ヲ
修
シ
給
。

の
祈

に
つ
い
て
の
挿
話
を
取
り
上
げ

度
か
ら
、『
太
平
記
』
の
文
観
批
判
の

が
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
示
す
。

・
諸
寺
ノ
大
法
秘
法
、
宸
襟
ヲ
傾
テ

自
誓
自
戒
な
が
ら
貞
慶
を
深
く
尊
崇
し

』
巻
十
二

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中
の

点
に
立
っ
た
こ
と
が
批
判
の
大
き
な
理

て
『
太
平
記
』
の
中
で
書
か
れ
ざ
る
点

う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解

い
も
の
の
、
そ
の
ほ
か
に
も
考
慮
す
べ

で
の
こ
こ
ま
で
の
検
討
で
考
え
る
に
至

平
記
』
巻
三
十
九
「
自
太
元
攻
日
本

の
岩
清
水
八
幡
宮

た
と
え
ば
『
八
幡

七
百
余
人
、
当
社

ハ
皆
参
也
。
思
円

こ
れ
に
対

あ
り
、
叡
尊

だ

都
テ
六

不
被

と
あ
る
の
み

浩
ル
処

、
そ
こ
で
の
『
太

あ
り
方
に
つ
い
て

肝
胆
ヲ
砕
カ
ル
」

、
そ
の
途
を
継
ぐ

い
、
八
幡
神

成
仏
事
神

に
対
し
思
円

ヲ
令
安
穏

ら
、
律
僧
と

っ
て
い
る
こ

あ
る
。

字
句
に
関
す
る
一
、
二
の
小
問
題

由
で
あ
る
の
で
は

に
、
文
観
批
判
派

は
現
在
で
も
大
筋

き
点
が
あ
る
の
で

っ
た
。

事
」
に
み
る
、
蒙

潤

七

本
浄
上

経
百
部

と
、「
七
百
余

の
指
導
を

壊
滅
後
、
八

し
て
『
太
平
記
』
で
は
、
こ
の
弘
安
の

を
は
じ
め
と
し
て
、
祈

の
僧
の
実
名

十
余
州
大
小
ノ
神
祇
、
霊
験
ノ
仏
閣
ニ

捧
云
所
ナ
シ

で
あ
る
。『
太
平
記
』
で
実
名
が
登
場

ニ
弘
安
四
年
七
月
七
日
、
皇
太
神
宮
ノ

は
「
殊
更
今
度
ハ
叡
慮
深
ク
思
円
上
人

道
ヲ
餝
給
シ
カ
バ
、
厳
重
ノ
施
霊
徳

上
人
は
「
我
異
国
ノ
太
子
ト
生
テ
王
位

」
と
の
大
願
を
立
て
た
、
と
記
す
。
八

し
て
の
思
円

叡
尊
の
八
幡
神
へ
の
尊

と
が
わ
か
る
。
叡
尊
は
こ
の
挿
話
の
い 一

月
四
日
、
舞
楽
ヲ
モ
テ
大
法
会
被
行

人
。
七
百
余
人
ノ
律
僧
ハ
皆
行
烈
シ
テ

転
読
ア
リ
。

人
」
の
律
僧
の
「
導
師
」
と
し
て
岩

叡
尊
が
行
っ
て
い
た
と
す
る
。
そ
れ
ば

月
十
一
日
か
ら
は
三
日
間
に
わ
た
っ
て

役
の
祈

は
ご
く
簡
略
で

は
一
切
登
場
し
な
い
。
た

勅
使
ヲ
被
下
、
奉
幣
ヲ

す
る
の
は

禰
宜
荒
木
田
尚
良
・
豊
受

ヲ
憑
ミ
思
食
テ
、
如
此

給
」
っ
た
と
す
る
。
そ
れ

ヲ
継
キ
止
合
戦
、
自
他

幡
神
の
威
徳
を
讃
え
な
が

敬
を
強
調
す
る
構
成
に
な

わ
ば
主
役
と
い
え
る
の
で

三
〇

。
導
師
思
円
上
人
、
咒
願

、
大
般
若
一
部
、
最
勝
王

清
水
八
幡
宮
に
お
け
る
祈

か
り
で
は
な
い
。
元
軍
の

結
願
の
一
切
経
転
読
を
行



『
太
平
記

祈

の
こ
と
は
そ
も

八
幡
ノ
御
宝
殿

満
タ
リ

と
い
う
瑞
兆
が
あ
っ

ア
ラ
ジ
ト
思
フ
許
ヲ

『
太
平
記
』
に
と
っ
て

せ
よ
、
神
意
、
例
え

だ
神
の
起
こ
し
た
現

る
。
こ
こ
に
は
神
を

世
界
観
を
決
定
し
て

で
は
『
太
平
記
』

的
」
な
も
の
か
と
い

ハ

と
あ
る
、
伊
勢
神
宮

単
に
現
象
を
記
述
し

云
々
し
た
も
の
で
は

『
八
幡
愚
童
訓
』
と

う
。
八
幡
信
仰
の
書

神
と
思
円
上
人
の
交

太
神
宮
ノ
禰
宜

』
巻
十
二

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中
の

そ
も
八
幡
神
が
示
し
た

ノ

啓
ケ
テ
、
馬
ノ
馳
チ
ル
音
、
轡
ノ

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
々
は
「
異
賊
ヲ

憑
」
ん
だ
と
あ
る
ば
か
り
で
そ
れ
が
何

さ
ら
に
前
の
時
代
の
歴
史
上
の
事
件

ば
託
宣
に
よ
る
神
の
言
葉
す
ら
語
ら
れ

象
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
人
間
の
解
釈
が

仏
の
垂
迹
と
す
る
、『
八
幡
愚
童
訓
』

い
る
と
も
い
え
る
宗
教
上
の
論
理
は
存

の
叙
述
が
宗
教
上
の
教
義
や
党
派
性
か

う
と
、
そ
う
と
も
断
言
は
で
き
な
い
。

の
末
社
、
風
社
の
奇
瑞
の
箇
所
だ
け
で

た
に
過
ぎ
ず
、
祈

の
よ
う
に
個
人
の

な
い
。

『
太
平
記
』
の
叙
述
の
方
法
の
差
異

と
し
て
編
ま
れ
た
と
さ
れ
る
『
八
幡
愚

感
を
描
く
の
に
対
し
て
、『
太
平
記
』

度
会
貞
尚
等
十
二
人
、
起
請
ノ
連
署
ヲ

字
句
に
関
す
る
一
、
二
の
小
問
題

鳴
音
、
虚
空
ニ
充

退
ケ
給
ハ
ヌ
事
ハ

を
な
し
た
の
か
は

貞
慶
、
叡

る
貞
慶
、
文

先
の
二
人
に

た

と
の
論

の
叙
述
で
あ
る
に

る
こ
と
な
く
、
た

示
さ
れ
る
の
で
あ

の
拠
っ
て
立
つ
、

在
し
な
い
。

ら
離
れ
た
「
中
立

こ
の
弘
安
の
役
の

む
き
の
違
う

で
あ
る
が
。

本
紀
研
究
の

に
吉
田
神
道

が
、
そ
れ
と

り
も
考
慮
さ

あ
る
。
こ
れ
と
て

人
間
性
や
力
量
を

は
明
ら
か
で
あ
ろ

童
訓
』
で
は
八
幡

は
、
こ
の
部
分
が
、

た
「
青
色
ノ

も
し
こ
れ

の
論
理
の
破

八
幡
神
の
祈

弘
安
の
役
の

と
す
る
意
図

ぎ
か
。
宮
方

捧
テ
上
奏
シ
ケ
ル

具
体
的
に
は

一

尊
、
文
観
が
律
僧
と
し
て
並
び
、
偉
大

観
自
身
が
そ
の
信
奉
者
で
も
あ
る
叡
尊

比
し
て
や
は
り
文
観
は
一
歩
も
二
歩
も

旨
で
『
太
平
記
』
の
叙
述
が
首
尾
一
貫

党
派
性
が
、
そ
こ
に
は
見
え
隠
れ
し
て

た
だ
、
巻
二
十
五
の
「
自
伊
勢
進
宝
剣

立
場
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

と
『
太
平
記
』
と
の
関
わ
り
は
十
分
に

と
も
に
そ
の
ほ
か
の
神
祇
信
仰
｜
こ
こ

れ
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

む
す
び

鬼
神
」
の
示
し
た
力
だ
っ
た
と
さ
れ
る

が
、
八
幡
と
伊
勢
の
そ
れ
ぞ
れ
を
発
祥

綻
を
顧
慮
せ
ず
単
純
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ

か
ら
叡
尊
、
つ
ま
り
律
、
ひ
い
て
は

際
の
「
神
風
」
の
源
を
八
幡
神
か
ら
伊

が
、
こ
の
部
分
か
ら
は
読
み
取
れ
ま
い

武
家
方
、
持
明
院
大
覚
寺
と
い
う
政
治

示
さ
れ
ず
、、
直
接
に
元
軍
を
壊
滅
さ

三
一

な
る
先
達
と
し
て
仰
が
れ

と
、
文
観
と
を
比
較
し
、

劣
る
末
世
の
人
間
で
あ
っ

し
て
い
れ
ば
ま
こ
と
に
話

い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の

事
」
が
、
す
で
に
中
世
日

伊
勢
の
神
祇
信
仰
、
こ
と

注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

で
ふ
れ
た
八
幡
と
の
関
わ

。と
す
る
別
の
説
を
、
前
後

た
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、

仏
教
の
要
素
を
消
し
去
り
、

勢
太
神
へ
と
誘
導
し
よ
う

か
と
す
る
の
は
う
が
ち
す

的
な
も
の
と
は
ま
た
お
も

せ
た
の
は
風
社
か
ら
現
れ



『
春
日
権
現
記
絵
』
で

と
の
関
係
は
再
々
挙

し
か
し
そ
れ
ら
に
対

え
ば
巻
一
の
中
宮
御

『
太
平
記
』
に
お
け
る

仰
の
入
り
込
む
余
地

解
脱
上
人
伊
勢
参

菩
提
心
を
持
ち
続
け

が
も
っ
と
も
納
得
で

で
は
貞
慶
と
文
観

尊
も
で
あ
る
が
、
こ

り
返
す
ま
で
も
な
く

と
伊
勢
太
神
と
は
同

と
さ
れ
て
い
る
が
、

『
太
平
記

は
す
っ
き
り
す
る
の

貞
慶
に
つ
い
て
は

の
の
、
そ
こ
に
持
戒

に
い
た
っ
て
は
当
然

な
い
の
で
あ
る
。
細

神
道
、
特
に
伊
勢
太

は
春
日
と
の
関
係
が
描
か
れ
て
い
る

げ
る
『
八
幡
愚
童
訓
』
ほ
か
に
み
え
る

し
て
の
文
観
は
終
始
、
神
祇
と
の
接
点

産
祈

も
真
言
の
修
法
に
の
っ
と
っ

文
観
の
行
動
（
言
動
の
描
写
は
な
い

が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

宮
説
話
の
文
観
批
判
の
要
点
の
ひ
と
つ

た
」
も
の
が
解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話

き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

の
神
祇
信
仰
と
の
距
離
は
ど
う
か
。
貞

の
小
稿
で
の
論
及
を
待
つ
ま
で
も
な
く

、
神
道
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
た
律
僧

時
代
資
料
で
は
推
測
は
で
き
る
も
の
の

説
話
の
世
界
で
は
『
笠
置
寺
縁
起
』

』
巻
十
二

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中
の

だ
が
、
実
際
に
は
そ
う
な
っ
て
は
い
な

、
神
祇
信
仰
に
対
す
る
深
い
尊
敬
と
理

の
僧
と
し
て
の
立
場
は
ほ
と
ん
ど
見
出

現
れ
る
べ
き
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
説
話

川
氏
の
所
論
の
ご
と
く
「
魔
道
」
を
鍵

神
の
力
に
よ
り
、「
神
祇
の
力
に
よ
っ

し
、
叡
尊
と
八
幡

と
お
り
で
あ
る
。

を
持
た
な
い
。
例

た
も
の
で
あ
る
。

）
に
は
、
神
祇
信

は
、
貞
慶
自
身
が

討
し
な
け
れ

理
論
と
中
世

『
太
平
記
』
に

と
は
思
う
が

い
。

だ
と
解
釈
す
る
の

慶
は
、
そ
し
て
叡

、
ま
た
こ
こ
で
繰

で
あ
っ
た
。
貞
慶

確
定
は
で
き
な
い

で
伊
勢
と
、
ま
た

こ
れ
を
小

最
後
に
、

記
』
を
支
え

表
さ
れ
る
儒

中
世
神
道
の

う
か
、
と
も

仏
教
、
神

字
句
に
関
す
る
一
、
二
の
小
問
題

い
。

解
が
描
か
れ
る
も

せ
な
い
し
、
叡
尊

に
名
前
す
ら
現
れ

と
し
て
、
仏
教
と

て
魔
道
に
堕
ち
ず

律
僧
で
あ
り

い
た
こ
と
に

た
な
い
」
僧

様
に
、
神
祇

貞
慶
と
い

し
て
、
文
観

ば
な
ら
な
い
問
題
は
い
く
つ
も
残
っ
て

に
展
開
す
る
神
祇
信
仰
と
の
関
わ
り
を

お
け
る
仏
教
と
神
道
の
、
全
体
に
わ

、
す
べ
て
再
論
は
他
日
別
の
機
会
あ
る

稿
の
と
り
あ
え
ず
の
結
論
と
し
た
い
。

こ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
ま
っ
た
く
の
予
想

る
論
理
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ

教
的
倫
理
、
仏
教
の
因
果
論
に
加
え
、

考
え
方
の
存
在
を
考
慮
し
て
み
る
必
要

考
え
て
い
る
こ
と
を
書
き
添
え
て
お
く

道
に
対
す
る
よ
り
い
っ
そ
う
の
理
解
を 一

、
し
か
も
神
祇
信
仰
に
深
い
理
解
を
示

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
よ
り
、

文
観
は
必
然
的
に
道
に
背
く
に
至
っ
た

に
守
ら
れ
ぬ
道
心
は
弱
い
も
の
で
あ
る

う
人
物
は
、「
儒
仏
」
な
ら
ぬ
「
神
仏

批
判
に
起
用
さ
れ
た
と
も
い
え
る
の
で

い
る
。
特
に
法
華
信
仰
の

十
分
に
勉
強
し
た
う
え
で
、

た
る
影
響
を
見
渡
し
た
い

ま
で
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
た

で
し
か
な
い
が
、『
太
平

て
き
た
大
義
名
分
論
に
代

「
正
直
」
を
核
心
と
す
る

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

。深
め
た
上
で
、
改
め
て
検

三
二

し
て
い
た
と
信
じ
ら
れ
て

い
わ
ば
「
神
祇
と
縁
を
持

の
で
あ
る
。
こ
と
ほ
ど
左

、
と
。

」
双
方
を
修
め
た
人
物
と

は
な
い
か
。



『
太
平
記

に
よ
るの

以
下
本
稿
の
『

夫
・
宮
田
登
校
注

所
収
本
文
に
よ
る

角
川
文
庫
版
『

一
九
九
七
年

に
同
じ

に
同
じ

以
下
本
稿
で
の

注
『
太
平
記
』（
一

岩
波
書
店
一
九
六

行
の
も
の
に
改
め

巻
第
一
｜
二
「

の
引
用
は
渡
邊
綱

『
逸
脱
の
日
本
中

と
解
脱
房
貞
慶
｜

「『
太
平
記
』
巻

第
五
十
一
回
例
会

森
田
氏
に
は
ま

め
、
こ
の
報
告
資

「
建
武
三
年

学
』
三
十
六
号

「『
太
平
記
』

中
心
に
｜
」
関
西

注

』
巻
十
二

解
脱
上
人
伊
勢
参
宮
説
話
中
の

八
幡
愚
童
訓
』
の
引
用
は
甲
乙
本
と
も
桜

『
寺
社
縁
起
』（
日
本
思
想
大
系
二
〇
・
岩

（『
八
幡
愚
童
訓
』
は
萩
原
氏
の
担
当
）

太
平
記
』
第
二
分
冊
（
一
九
八
二
年
）
二
二

『
太
平
記
』
の
引
用
は
後
藤
丹
治
・
釜
田
喜

）

（
三
）（
日
本
古
典
文
学
大
系
（
旧
大

〇

六
二
年
）
に
よ
る
。
な
お
引
用
に
際
し

た
。
以
下
引
用
文
の
字
体
に
つ
い
て
は
同
じ

笠
置
解
脱
房
上
人
太
神
宮
参
詣
事
」
以
下

也
校
注
『
沙
石
集
』（
岩
波
古
典
文
学
大
系

世
』

出
版
局
一
九
九
三
年

第

謡
曲
「
第
六
天
」
と
伊
勢
参
宮
説
話
」

十
二

解
脱
上
人
隠
遁
説
話
に
つ
い
て
」
関

発
表

二
〇
〇
四
年

こ
と
に
失
礼
な
が
ら
、
本
稿
作
成
時
点
ま
で

料
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

正
月
の
文
観

｜『
太
平
記
』
の
人
物
形
象

一
九
九
二
年
三
月

と
八
幡
に
つ
い
て
一
、
二

｜「
恠
鳥
夜
来

軍
記
物
語
研
究
会
編
『
軍
記
物
語
の
窓
』

字
句
に
関
す
る
一
、
二
の
小
問
題

井
徳
太
郎
・
萩
原
龍

波
書
店
一
九
七
〇
年
）

八
頁

三
郎
・
岡
見
正
雄
校

系
）
三
四

三
六
・

て
は
適
宜
字
体
を
通

。本
稿
で
の
『
沙
石
集
』

二
〇
・
一
九
六
六
年
）

文
観
・
兼

のに
同

のの
と

に
同

三
章
「
第
六
点
魔
王

西
軍
記
物
語
研
究
会

に
論
文
を
未
見
の
た

｜
」『
同
志
社
国
文

事
付
神
泉
苑
事
」
を

第
一
集

和
泉
書
院

岩
波
書
店

玄
玖
本

院
刊
本

引
用
は

一
九
七
〇

の
三

引
用
は

の
四

に
同

『
異
形

引
用
は

一

光
」

じお
り
甲
本
の
引
用
も
思
想
大
系
本
に
よ
る

じ 一
九
七
六
年
）
に
よ
る

は
勉
誠
社
影
印
本
第
二
分
冊
（
一
九
七
四
年

（
一
九
九
四
年
）
に
よ
る

戸
頃
重
基
・
高
木
豊
校
注
『
日
蓮
』（
日
本

年
）
に
よ
る

五
二
頁

に
同
じ

〇
六
｜
四
〇
七
頁

じの
王
権
』（
平
凡
社
一
九
八
六
年
）
第
三
部

坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
『
法
華
経
』
上

三
三 ）

神
宮
徴
古
館
本
は
和
泉
書

思
想
大
系
一
四
・
岩
波
書
店

「
異
形
の
王
権

｜
後
醍
醐
・

（
岩
波
文
庫
青
三
〇
四
｜
一


