
な
る
は
ず
だ
っ
た
。

僧
は
高
座
の
上
で
困

の
ひ
と
こ
ま
で
あ
る

『
醒
睡
笑
』
巻
四

「
ゆ
ふ
べ
の
説
経

て
ぞ
」
と
問
う

り
し
。
隣
の
か

一
、

し
た
り
顔
で
高
座

十
分
、
今
日
の
説
法

つ
れ
て
、
聴
衆
の
中

及
し
て
、
い
や
が
上

「
泣
尼
」

「
泣

し
か
し
、
泣
き
声
は
い
つ
ま
で
た
っ
て

惑
し
、
苛
立
つ

。
周
知
の
通
り
、
出

。「
そ
で
な
い
合
点
」
に
次
の
よ
う
な
笑

に
姥
の
泣
か
れ
つ
る
は
、
な
に
の
あ

て
あ
れ
ば
、「
な
に
も
わ
が
聞
き
わ
け

か
の
あ
め
や
さ
め
と
泣
か
る
る
ほ
ど
に

「
泣
尼
」
の
筋
立
て

に
着
い
た
僧
は
、
お
も
む
ろ
に
説
法
を

は
感
動
的
な
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る

か
ら
一
人
の
尼
の
泣
き
声
が
あ
が
り
、

に
も
説
法
の
有
り
難
さ
を
高
め
て
い
く

の
説
法

尼
」
の
説
法

も
聞
こ
え
な
い
。

家
狂
言
「
泣
尼
」

話
が
あ
る
。

は
れ
を
わ
き
ま
へ

た
る
こ
と
は
な
か

、
定
め
て
あ
し
き

け
れ
共
、
尼

と
あ
る
。

「
泣
尼
」
の

説
法
の
効
果

が
、
肝
心
の

こ
こ
ま
で

本
を
見
る
と

始
め
る
。
手
筈
は

。
説
法
が
進
む
に

そ
れ
が
満
座
に
波

。
｜
そ
の
よ
う
に

こ
と
で

談
義
・
説
法

も
の
だ
っ
た

言
「
泣
尼
」

の
よ
う
な
効

せ
り
ふ
に
、

ご
せ
の
な
く
に
う
つ
つ
て
、
又
あ
り
が

筋
は
、
こ
の
よ
う
に
、
施
主
か
ら
説

を
高
め
る
た
め
、
泣
い
て
も
ら
う
つ
も

説
法
の
場
で
尼
が
泣
か
ず
、
僧
が
困
惑

の
筋
立
て
は
、
諸
流
に
共
通
す
る
が
、

、
説
法
の
場
面
及
び
そ
れ
以
降
の
展
開

は
あ
る
ま
い
と
思
う
て
泣
い
た
」

の
場
で
一
人
で
も
泣
く
者
が
あ
れ
ば
、

ら
し
い
。
む
ろ
ん
、
説
法
自
体
の
有
り

の
、
僧
が
尼
を
雇
っ
て
泣
か
せ
よ
う
と

果
を
期
待
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

「
高
座
の
き
わ
で
な
い
て
も
ら
へ
ば
、 一

稲

田

た
が
る
者
も
あ
る
げ
な
」

法
を
依
頼
さ
れ
た
僧
が
、

り
で
涙
も
ろ
い
尼
を
雇
う

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

江
戸
初

中
期
の
諸
流
台

に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
系

そ
れ
は
周
囲
に
影
響
す
る

難
さ
と
は
別
で
あ
る
。
狂

い
う
設
定
は
、
こ
の
笑
話

和
泉
流
・
天
理
本
の
僧
の

だ
ん
ぎ
は
あ
り
が
た
う
な

七
二

秀

雄



「
泣
尼
」

う
べ
き
も
の
で
あ
る

想
）
と
は
ど
の
よ
う

以
下
、「
泣
尼
」
の

容
に
関
す
る
吟
味

（
機
能
）
を
考
察
し
て

が
説
法
の
場
で
居
眠

さ
せ
、
泣
か
せ
よ
う

う
な
酒
宴
の
場
は
な

現
行
大
蔵
流
に
も
受

以
上
の
通
り
、「
泣

て
の
相
違
に
関
わ
ら

実
は
異
な
っ
て
い
る

一
つ
は
、
大
蔵
虎

大
蔵
型
と
し
よ
う
。

の
後
に
設
け
ら
れ
た

源
之
丞
本
・
虎
光
本

受
け
継
が
れ
る
（
現

今
一
つ
は
、
和
泉

記
拾
遺
の
系
統
で
あ

統
に
分
か
れ
て
い
る

の
説
法

が
、
そ
の
よ
う
な
説
法
の
内
容
と

に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

眼
目
で
あ
る
説
法
に
つ
い
て
、
そ
の

（
注
釈
的
な
こ
と
も
含
む
）
と
そ
の
劇

み
る
こ
と
に
し
た
い
。

り
を
す
る
と
い
う
演
出
を
も
つ
こ
と
で

と
す
る
説
法
の
場
面
を
眼
目
と
し
て
お

い
。
こ
の
筋
立
て
は
、
現
行
和
泉
流
は

け
継
が
れ
て
い
る
。

尼
」
の
筋
は
二
系
統
に
分
か
れ
る
が

ず
必
ず
存
す
る
僧
の
説
法
も
、
そ
の
内

。
こ
の
説
法
は
、
そ
れ
自
体
独
立
性
の

清
本
・
虎
明
本
の
系
統
で
あ
る
。
と
り

こ
の
系
統
の
特
徴
は
、
尼
が
説
法
の
場

酒
宴
の
場
で
泣
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

と
い
っ
た
江
戸
中
期
以
降
の
大
蔵
八
右

行
大
蔵
流
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
和
泉

流
（
天
理
本
以
下
現
行
和
泉
流
ま
で

る
。
こ
れ
を
和
泉
型
と
す
る
。
こ
の
系

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
泣
尼
」
の
筋
（
構

各
流
に
お
け
る
内

中
に
お
け
る
役
割

鳥
に
心

心
２

こ
と

息
災
延

悲
し
む

、
そ
れ
を
目
覚
め

り
、
大
蔵
型
の
よ

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

、
そ
う
し
た
筋
立

容
は
各
流
ご
と
に

あ
る
劇
中
芸
と
い

て
、
由

る
也
。

草
花
の

て
、
早

り
。
こ

盛
衰
、

有
門
空

あ
え
ず
、
こ
れ
を

で
泣
か
ず
に
、
そ

筋
立
て
は
、
伊
藤

衛
門
派
の
台
本
に

型
の
筋
で
あ
る
）。

）、
鷺
流
及
び
狂
言

統
の
特
徴
は
、
尼

ま
ず
、
大

常
を
説
き
、

１

お
檀

と
言
ふ

の

と

し
召
せ

一

を
寄
せ
、
風
月
に
精
を
ま
じ
へ
、
明
ら

に
こ
な
た
は
も
ろ
果
報
者
也
。
御
両
人

命
に
し
て
、
何
の
と
ぼ
し
き
こ
と
は
な

と
も
が
ら
に
は
、
物
を
施
し
、
こ
と
に

な
く
法
性
の
都
を
迷
ひ
出
て
、
三
界
六

心
衆
生
の
此
の
世
は
、
朝
顔
の
花
と
思

中
に
て
も
、
た
ぐ
ひ
な
き
あ
だ
な
る
花

朝
に
花
咲
き
、
日
の
光
に
当
た
り
し
ぼ

の
世
は
仮
の
宿
な
れ
ば
、
此
花
の
心
を

有
為
転
変
の
こ
と
は
り
を
述
べ
、
煩
悩

門
、
非
有
非
空
門
、
亦
有
、
亦
空
門
の

二
、
虎
清
本
・
虎
明
本
の
説
法

蔵
虎
清
本
の
説
法
か
ら
掲
げ
よ
う
。
虎

そ
の
後
、
孟
宗
・
郭
巨
の
故
事
を
引
い

よ
う
聞
か
せ
ら
れ
い
。
総
じ
て
人
間

も
の
は
、
風
の
前
の
雲
、
夢
の
間
に
散

言
ふ
て
、
少
し
の
間
に
て
あ
る
ほ
ど
に

。
心
又
生
死
の
根
源
を
尋
ぬ
れ
ば
、
只

七
三

か
な
る
御
心
が
肝
要
也
。

の
親
達
、
子
息
ま
で
も
、

し
、
仏
法
を
宗
と
し
て
、

親
孝
行
に
な
さ
れ
よ
。
唐

道
に
生
れ
、
衆
生
と
な
れ

し
召
せ
。
朝
顔
の
花
は
、

な
れ
ば
、
朝
開
暮
落
と
申

み
、
や
が
て
落
つ
る
物
な

思
し
召
し
て
、
心
世
間
の

即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
、

、
四
門
を
宗
と
し
て
、
花

清
本
は
、
ま
ず
世
間
の
無

て
孝
行
の
徳
を
述
べ
る
。

に
生
ま
れ
て
、
一
生
の
間

じ
易
し
。
三
界
は
水
の
上

、
後
生
一
大
事
じ
や
と
思

一
念
の
妄
執
に
引
か
さ
れ



所
々
に
あ
る
「
心
」

か
し
、
尼
は
全
く
気

で
あ
る
。

１
の
無
常
を
説
く

出
さ
れ
る
も
の
を
挙

は
、「
哀
傷
の
曲
舞
」

竹
『
五
音
三
曲
集
』

り
て
、
子
を
埋

貴
の
家
と
な
り

５

こ
れ
を
見
、

心
長
く
申
せ
ば

与
衆
生
、
皆
倶

こ
れ
は
、
ま
さ
に
（

り
に
作
ら
れ
た
説
法

「
泣
尼
」

の
二
十
四
孝
を

３

孟
宗
と
言
つ

ん
な
を
尋
ね
て

４

郭
巨
と
言
ひ

計
会
人
な
れ
ば

育
む
事
な
ら
ず

の
箇
所
で
は
、
尼
に
目
配
せ
な
ど
し
た

付
か
ず
、
こ
の
後
の
酒
宴
の
時
に
埋
め

段
に
は
独
自
の
表
現
が
多
い
が
、
そ
の

げ
て
お
く
。
傍
線
部
「
一
生
の
間
と
言

（
能
「
鍾
馗
」
の
ク
セ
）
の
文
句
に
類

に
よ
れ
ば
、

ま
ん
と
て
掘
り
け
れ
ば
、
こ
か
ね
の
釜

た
る
也
。

か
れ
を
聞
く
時
は
、
親
孝
行
に
は
づ
れ

、
下
手
の
長
談
義
也
、
願
以
此
功
徳
、

成
仏
道
。

説
法
中
に
も
引
か
れ
る
が
）「
下
手
の

で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
１
の
部
分
が
か
な

の
説
法

聞
か
せ
ら
れ
い
。

し
者
、
老
ひ
た
る
親
の
望
み
な
れ
ば
、

、
親
に
与
へ
た
り
。

し
者
、
一
人
の
子
を
も
つ
。
今
一
人
残

、
親
を
養
へ
ば
子
か
飢
へ
に
臨
む
。
子

、
た
ゝ
我
が
子
を
失
い
て
、
親
を
養
わ

の
で
あ
ろ
う
。
し

合
わ
せ
に
泣
く
の

う
ち
、
典
拠
が
見

ふ
も
の
は
、

」

似
す
る
。
金
春
禅

し
て
、

め
さ
れ

め
さ
れ

扨
唐

の
花
を

ま
し
、

又
親

を
掘
り
出
し
、
富

た
る
事
あ
る
ま
じ
。

普
及
一
切
、
我
等

長
談
義
」
の
諺
通

り
長
大
で
あ
る
。

抑
、
生

よ
し
な

り
。

と
い
う
箇
所

次
に
、
虎

引
い
た
虎
清

惣
じ

雪
の
う
ち
の
た
か

り
た
る
親
あ
り
。

を
養
へ
ば
、
親
を

ん
と
て
、
井
を
掘

一
生
は

の
あ
は

と
あ
る
。
共

っ
た
可
能
性

ま
た
、
そ

本
『
曾
我
物

も
ろ
果
報
と
は
そ
な
た
の
事
じ
や
程
に

た
り
、
又
親
孝
行
に
は
づ
れ
た
る
事
は

候
へ
や
、
は
な
か
む
（
２
）

土
に
、
む
た
う
じ
や
う
王
と
て
王
ま
し

見
て
は
悟
り
と
し
、
秋
の
月
を
な
が
め

一
生
を
暮
ら
し
給
ひ
し
と
な
り
、

孝
行
の
た
ん
そ
孟
宗
と
言
つ
し
者
は
、

死
の
根
源
を
尋
候
へ
ば
、
た
ゞ
一
念
の

く
法
性
の
都
を
ま
よ
ひ
出
て
、
三
界
六

と
近
似
し
て
お
り
、
こ
れ
に
拠
る
も
の

清
本
に
続
く
大
蔵
流
古
台
本
た
る
虎
明

本
の
段
落
と
の
対
応
を
各
段
落
の
末
尾

て
お
檀

、
そ
な
た
も
お
果
報
者
な
り 一

風
の
前
の
雲
。
夢
の
間
に
散
じ
や
す

光
の
ま
へ
に
き
え
ん
と
す
。

通
の
依
拠
資
料
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
高
い
。

れ
に
続
く
傍
線
部
「
生
死
の
根
源
を
尋

語
』
巻
十
二
「
少
将
法
門
の
事
」
の
法

、
な
る
べ
き
ほ
ど
遊
山
を

御
ざ
な
ひ
ぞ
、
よ
く
聴
聞

た
り
、
か
の
王
、
春

て
は
長
夜
の
ね
ふ
り
を
覚

老
ひ
た
る
親
に
与
え
ん
と

妄
執
に
か
ど
は
さ
れ
て
、

道
に
生
、
衆
生
と
は
な
れ

か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
を
見
て
み
よ
う
。
右
に

に
括
弧
に
入
れ
て
示
す
。

、
二
人
の
親
子
も
息
災
に

七
四

く

三
界
は

水
の
う
へ

が
、
ま
ず
は
、
こ
れ
に
拠

ぬ
れ
ば
、

」
は
、
仮
名

然
の
説
法
に
見
え
る
、



「
泣
尼
」

こ
の
「
ま
へ
か
ど
の

あ
る
と
す
る
僧
の
せ

ぬ
」）
を
指
し
、
そ
う

よ
う
な
改
変
が
行
わ

そ
の
他
の
相
違
と

た
ゞ
か
れ
を

今
日
の
説
法
是

具
成
仏
道
、（
５

虎
明
本
で
は
、
虎
清

徳
を
述
べ
る
部
分
を

本
の
１
段
に
相
当
す

ま
へ
か
ど
の
な
の
り

伯
瑜
と
申
た

あ
ら
ず
、
日
頃

郭
巨
と
言
つ

残
り
た
る
親
あ

は
ご
く
む
事
な

ん
と
て
、
井
を

な
り
ぬ
る
な
り

て
、
雪
の
内
の

の
説
法

な
の
り
」
と
は
、
曲
の
冒
頭
の
、
談
義

り
ふ
（「
そ
う
じ
て
だ
ん
ぎ
せ
つ
ほ

し
た
せ
り
ふ
に
符
合
さ
せ
る
た
め
、

れ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
て
は
、
む
た
う
じ
や
う
王
（

き
ゝ
是
を
き
く
に
、
孝
行
に
は
づ
れ
た

ま
で
な
り
、
願
以
此
功
徳
普
及
於
一
切

）本
の
世
間
の
無
常
を
説
く
段
（
１
）
を

特
立
さ
せ
て
い
る
。
実
は
、
虎
明
本
の

る
部
分
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ

と
さ
う
い
に
て
候
間
是
は
無
用
に
て
候

る
者
は
、
母
の
う
ち
杖
に
て
泣
く
涙
、

打
た
れ
た
る
杖
よ
り
弱
り
た
る
を
見
て

し
者
、
一
人
の
子
を
も
つ
、
け
い
く
わ

り
、
親
を
養
へ
ば
子
が
飢
へ
に
臨
む
、

ら
ず
、
た
ゞ
井
を
掘
り
て
我
が
子
を
埋

掘
り
け
れ
は
、
こ
が
ね
の
釜
を
掘
り
出

、（
４
）

た
か
ん
な
を
尋
て
親
に
与
へ
た
り
、（

に
つ
い
て
無
知
で

う
の
わ
け
を
し
ら

虎
明
本
で
は
右
の

）
と
伯
瑜
の
故
事

は
明
記
さ
れ

藤
源
之
丞
本

（
和
泉
流
の
影

蔵
八
右
衛
門

れ
た
よ
う
で

る
事
有
ま
じ
ひ
、

、
我
等
与
衆
生
皆

削
除
し
、
孝
行
の

後
記
に
は
、
虎
清

に
は
「
此
か
た
り

」
と
注
記
す
る
。

伯
瑜
の
故

じ
で
あ
る
こ

語
が
含
ま
れ

説
法
の
文
句

同
時
に
取
り

た
だ
し
、

る
」
演
出
が

全
く
杖
の
痛
き
に

、
悲
し
む
涙
な
り
、

人
な
り
、
今
一
人

子
を
養
へ
は
親
を

み
て
、
親
を
養
は

し
、
富
貴
の
家
と

典
不
明
で
あ

泉
流
・
天
理

ま
を
悟
る
例

果
た
す
も
の

な
ひ
ぞ
」）
か

こ
の

の
段

さ
せ
る
意
図

３
）

（

）
の
追
加

一

て
い
な
い
。
し
か
し
、
大
蔵
型
の
筋
を

や
虎
光
本
に
は
、「
尼
が
眠
る
」
演
出

響
か
。
あ
る
い
は
、
群
小
流
派
な
ど

派
で
は
、
少
な
く
と
も
江
戸
中
期
以
前

あ
り
、
そ
れ
は
現
行
大
蔵
流
に
も
受
け

事
は
、
こ
れ
も
天
理
本
に
あ
り
、
し
か

と
が
注
目
さ
れ
る
。
伯
瑜
の
故
事
に
は

る
。
こ
の
故
事
が
も
し
和
泉
流
か
ら
取

に
こ
と
よ
せ
て
泣
か
せ
よ
う
と
す
る
和

込
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

虎
明
本
の
段
階
で
、
天
理
本
に
見
ら
れ

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
少

る
が
、「
春
の
花
を
見
て
は
」
以
下
の

本
の
説
法
に
も
存
す
る
。
四
季
の
推
移

と
し
て
、
虎
清
本
に
あ
っ
た
無
常
の
説

の
よ
う
で
あ
る
が
、
前
段
（「
親
孝
行

ら
の
続
き
具
合
は
必
ず
し
も
よ
く
な

は
「
眠
り
を
覚
ま
し
」
と
い
う
文
句
を

を
含
め
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
）。

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
む
た

七
五

伝
え
た
八
右
衛
門
派
の
伊

が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る

を
介
し
て
の
影
響
か
）。
大

に
こ
の
演
出
が
取
り
込
ま

継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
と
ほ
と
ん
ど
表
現
が
同

「
泣
く
」「
涙
」
と
い
う

り
入
れ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、

泉
流
の
演
出
（
後
述
）
も

る
「
説
法
の
間
に
尼
が
眠

な
く
と
も
そ
う
し
た
演
出

文
句
は
、
後
に
触
れ
る
和

の
う
ち
に
世
間
無
常
の
さ

示
（
１
）
に
代
る
役
割
を

に
は
づ
れ
た
る
事
は
御
ざ

い
（
現
行
大
蔵
流
で
は
、

生
か
し
て
、
尼
を
目
覚
め

う
じ
や
う
王
の
故
事
は
出



た
め
に
建
立
し
た
持

総
序
と
し
て
四
恩
の

名
な
孝
子
説
話
を
引

で
は
あ
る
が
、
先
の

容
と
な
っ
て
い
る
。

今
日
今
時
の

香
を
手
向
け
た

各
種
の
番
外
曲
を
集

で
に
こ
の
現
行
大
蔵

り
」
と
注
記
す
る
よ

れ
て
お
り
、
過
渡
的

三
、

和
泉
流
天
理
本
の

「
泣
尼
」

以
上
の
よ
う
に
、

幅
に
改
変
さ
れ
た
。

に
は
、
少
し
簡
略
化

の
筋
と
と
も
に
）
継

虎
明
本
の
説
法
は

加
え
る
か
た
ち
で
、

仏
堂
の
堂
供
養
に
と
も
な
う
説
法
と
い

こ
と
を
示
し
た
後
、
丁
蘭
・
郭
巨
・
伯

き
つ
つ
孝
行
の
徳
を
説
く
も
の
で
、
こ

虎
清
本
や
虎
明
本
よ
り
は
、
は
る
か
に

志
は
、
二
親
菩
提
の
た
め
に
、
一
堂
を

ま
ふ
、
こ
れ
皆
親
に
孝
あ
る
故
也

め
た
天
理
堀
村
本
（『
狂
言

大
外
』）

流
に
近
い
説
法
が
見
ら
れ
る
が
、「
酒

う
に
、
一
方
で
は
虎
清
本
以
来
の
大
蔵

な
様
相
を
示
し
て
い
る
。

天
理
本
の
説
法

説
法
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
施

の
説
法

虎
清
本
の
説
法
は
虎
明
本
に
そ
の
ま
ま

し
か
し
、
大
蔵
八
右
衛
門
派
の
伊
藤
源

さ
れ
つ
つ
も
基
本
的
に
（
酒
宴
の
際
に

承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

、
そ
れ
に
虎
清
本
の
無
常
の
説
示
の
部

現
行
大
蔵
流
（
和
泉
型
の
筋
を
も
つ
）

う
設
定
で
あ
り
、

瑜
・
柴
羔
等
の
著

れ
も
か
な
り
長
大

首
尾
一
貫
し
た
内

建
立
し
、
一
花
一

辺
に
出

の
家
と

フ
シ
又

に
あ
ら

詞
惣
じ

し
、
秋

人
成
と

「
泣
尼
」
に
は
、
す

宴
す
る
こ
と
も
あ

型
の
筋
も
保
持
さ

主
が
親
の
孝
養
の

又
、

に
作
り

を
み
て

針
の
あ

み
な
孝

又
、

る
な
ら

継
承
さ
れ
ず
、
大

之
丞
本
・
虎
光
本

尼
が
泣
く
大
蔵
型

分
（
１
）
を
少
し

に
受
け
継
が
れ
る
。

さ
れ

第
三
に

中
に
も

肉
色
は

す
で

り
、
安

て
、
打
た
る
鍬
の
下
よ
り
も
、
こ
が
ね

な
り
ぬ
、

、
伯
瑜
か
母
に
打
た
れ
し
杖
に
泣
く

す
、
日
頃
打
し
杖
よ
り
も
弱
り
た
る
を

て
、
人
間
の
無
常
を
観
念
す
る
に
、

の
月
を
見
て
は
眠
り
を
覚
ま
す
、
か
ゝ

も
眠
り
の
き
ざ
す
と
も
が
ら
は
悪
人
、

丁
蘭
は
母
に
お
く
れ
、
悲
し
み
の
あ
ま

、
存
生
の
ご
と
く
物
を
云
、
朝
夕
孝
を

、
あ
ま
り
の
事
と
憎
み
、
木
像
の
胸
に

と
よ
り
も
、
血
の
流
る
ゝ
事
、
滝
の
水

行
の
志
、
深
き
が
い
た
す
所
な
り
、

郭
巨
は
老
た
る
母
を
持
、
又
一
人
の

ば
、
親
子
外
面
に
成
べ
し
、
た
ゞ
み
ど 一

ば
世
に
四
恩
あ
り
、
第
一
に
は
天
地
の

は
父
母
の
恩
、
第
四
に
は
衆
生
の
恩
、

重
き
は
父
母
の
恩
、
そ
れ
を
い
か
に
と

母
の
恩
、
爰
を
も
つ
て
、
父
母
報
恩
経

に
釈
迦
仏
も
、
御
母
摩
耶
夫
人
敬
養
の

居
の
御
法
を
説
き
た
ま
ふ
、

の
釜
を
掘
り
出
し
、
富
貴

涙
、
ま
つ
た
う
杖
の
痛
き

見
て
、
泣
く
涙
也
、

春
の
花
を
見
て
は
悟
り
と

る
説
法
の
庭
に
て
、
若
一

金
言
は
耳
に
入
が
た
し
と
、

り
、
そ
の
か
た
ち
を
木
像

つ
く
し
け
る
が
、
他
人
是

針
を
さ
し
け
れ
ば
、
そ
の

の
お
つ
る
が
ご
と
く
、
是

子
を
持
、
此
子
に
扶
持
す

り
子
を
埋
ま
ん
と
て
、
野

七
六

恩
、
第
二
に
は
国
王
の
恩
、

是
を
四
恩
と
た
て
ら
れ
た
、

い
ふ
に
、
骨
は
父
の
恩
、

に
も
説
き
お
か
れ
た
、

た
め
に
、
た
う
り
天
に
上



「
泣
尼
」

高
厳
麗
座
」
と
い
う

御
眠
一
入
丁
衆

ニ
モ
、
フ
ラ
リ

の
よ
う
な
、
説
法
の

さ
う
、

フ
シ
た
ゝ
か
れ

し
、
今
日
の
説

生
皆
共
成
仏
道

こ
こ
に
引
か
れ
る
故

が
、
そ
の
後
気
付
い

の
談
義
書
で
あ
る
『

又
、
爰
に
泣

れ
、
そ
の
嘆
き

と
な
り
、
其
後

と
い
ふ
者
は
た

さ
へ
泣
い
た
る

詞
し
よ
せ
ん

お
肝
入
で
、
定

仏
も
説
き
お
か

の
説
法

句
を
説
く
部
分
に
も
、

様
ノ
御
為
ニ
ハ
、
御
迷
惑
ナ
ル
ヘ
シ
。

ト
御
眠
候
テ
、
カ

ル
イ
マ
シ
メ

間
に
眠
る
聴
衆
を
意
識
し
た
口
吻
が
見

を
聞
、
是
を
み
る
に
、
孝
行
に
は
つ

法
是
ま
て
な
り
、
願
以
此
功
徳
普
及
於

、事
・
説
話
に
つ
い
て
は
以
前
注
釈
を
施

た
こ
と
と
し
て
は
、

の
傍
線
部
に
関

因
縁
抄

六
難
九
易
』（
西
教
寺
正
教

か
い
て
か
な
わ
ぬ
物
語
が
有
、
魯
国
の

や
む
事
な
し
、
喪
に
入
て
血
の
涙
を
流

笑
と
い
へ
共
、
歯
を
あ
ら
は
す
事
な

ゝ
の
涙
お
も
流
さ
す
し
て
、
血
の
涙
を

そ
や
、

、
下
手
の
長
談
義
は
無
用
の
物
と
あ
る

而
施
主
の
お
く
た
び
れ
で
も
あ
ら
う
ず

れ
た
、

此
毎
日
ノ
御
談
義

ヲ
御
存
知
無
ク
、

ら
れ
る
こ
と
を
指

近
い
こ
と
は

め
て
「
泣
く

と
も
か
く

孝
行
の
徳
を

し
て
、「
泣
け

れ
た
る
事
あ
る
ま

一
切
、
我
等
与
衆

し
た
こ
と
が
あ
る

連
し
て
、
法
華
宗

蔵
）
の
「
不
眠
座

常
の
さ
ま
を

眠
っ
て
は
い

せ
て
、
尼
の

を
駄
目
押
し

尼
に
苛
立
ち

る
こ
と
が
わ

こ
の
う
ち

柴
羔
は
父
に
お
く

し
、
泣
く
事
三
年

し
、
フ
シ
か
の
柴
羔

流
し
、
三
年
ま
て

、
其
上
、
此
中
万

、
と
か
く
廻
向
申

意
即
妙
の
表

天
理
本
の

ら
は
、
い
わ

対
し
て
は
、

け
」
ま
た
は

伯
瑜
の
故

孝
子
の
例
を

摘
し
て
お
く

一

先
に
も
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
天
理

」「
涙
」
と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る

、
天
理
本
以
下
和
泉
流
の
説
法
に
お
い

説
く
こ
と
で
一
貫
し
て
お
り
、
説
法
中

」「
目
を
覚
ま
せ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

述
べ
（「
眠
り
を
覚
ま
す
」
と
い
う
言

け
な
い
と
い
う
、
一
般
の
聴
衆
に
向
け

気
付
き
を
促
す
。
さ
ら
に
血
の
涙
を
流

の
よ
う
に
付
加
す
る
な
ど
、
泣
か
ず
に

困
惑
す
る
僧
の
心
理
の
流
れ
に
即
し
た

か
る
。

、

の
伯
瑜
の
故
事
は
大
蔵
虎
明
本
に

現
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

説
法
で
は
、
特
に

・

・

の
傍
線

ば
二
重
の
伝
達
を
意
図
し
た
表
現
で
あ

孝
子
説
話
の
一
節
ま
た
は
教
訓
で
あ
り

「
目
を
覚
ま
せ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

事
に
お
け
る
「
泣
く
涙
」
の
繰
り
返
し

掲
げ
て
き
た
説
法
の
流
れ
を
あ
え
て
破

。
現
実
の
説
法
で
も
、
こ
の
よ
う
な
眼

七
七

本
の
場
合
は
、
こ
こ
で
初

。て
は
、
四
恩
を
総
序
と
し
、

の
言
葉
を
た
く
み
に
利
用

ジ
を
発
し
て
い
る
こ
と
等
、

葉
の
利
用
）、
説
法
の
場
で

た
教
訓
を
持
ち
出
す
と
見

し
て
泣
い
た
柴
羔
の
故
事

居
眠
り
を
す
る
目
の
前
の

説
法
の
構
成
に
な
っ
て
い

も
あ
り
、
し
か
も
表
現
が

部
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
聴
衆
に

、
尼
に
対
し
て
は
、「
泣

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

が
効
果
な
し
と
見
る
や
、

る
か
た
ち
で
、
人
間
の
無

前
の
聴
衆
を
意
識
し
た
当



に
関
す
る
注
記
も
省

何
モ
奇
特
ト

所
ヲ
説
テ
聞
セ

〔
昔
大
唐
国
ニ

ヲ
見
テ
ハ
悟
ヲ

サ
レ
バ
此
人

生
ノ
恩
父
母
ノ

四
、

鷺
流
は
、
仁
右
衛

法
の
内
容
も
大
蔵
・

が
、
後
生
を
願
う
こ

「
泣
尼
」
に
関
し
て
は

本
の
詞
章
を
掲
げ
る

原
本
に
あ
る
振
り
仮

「
泣
尼
」

狂
言
全
体
の
構
想
と

さ
れ
る
（
な
お
、
群

に
「
涙
を
こ
ぼ
し
」

の
和
泉
流
演
出
と
同

は
郭
巨
の
こ
と
を
引

略
し
た
。

ヨ
ウ
御
参
リ
ヤ
ツ
タ
ヨ
、
今
日
ノ
堂
供

ウ
ズ
ル
間
、
皆
ト
ツ
ク
リ
ト
耳
ヲ
ス
マ

ミ
タ
ラ
セ
ウ
王
ト
云
国
王
ノ
ヲ
ハ
シ

ヒ
ラ
キ
、
秋
ノ
月
ヲ
詠
テ
ハ
睡
ヲ
サ
マ

界
ニ
生
ヲ
受
ル
衆
生
ニ
ハ
、
先
ツ
天
地

恩
ト
テ
世
ニ
四
恩
有
ル
内
ニ
、
第
一
重

享
保
保
教
本
の
説
法

門
派
・
伝
右
衛
門
派
と
も
に
、
和
泉
型

和
泉
い
ず
れ
に
も
共
通
す
る
故
事
・
説

と
を
勧
め
る
段
な
ど
、
独
自
の
部
分

鷺
流
最
古
の
伝
本
で
あ
る
、
伝
右
衛

。〔

〕
内
は
注
記
で
補
わ
れ
た
部
分

名
は
大
部
分
を
省
き
、
節
付
け
を
示
す

の
説
法

説
法
の
内
容
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
て

小
流
派
の
台
本
と
目
さ
れ
る
狂
言
記
拾

「
眠
り
を
覚
ま
し
」
等
の
言
葉
が
見
ら

じ
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

く
の
み
）。

養
ニ
ハ
有
リ
難
イ

イ
テ
聞
セ
ラ
レ
イ
、

ケ
ル
ガ
、
春
ノ
花

シ
給
フ
、〕

ノ
恩
国
王
ノ
恩
衆

キ
ハ
父
母
ノ
恩
ナ

ハ
疑
ナ

母
常
念

召
ハ
、

其
ゴ
ト

有
ル
事

又
親

郭
巨
ト

の
筋
を
も
ち
、
説

話
を
用
い
て
い
る

も
あ
る
。
以
下
、

門
派
の
享
保
保
教

で
あ
る
。
な
お
、

ゴ
マ
点
及
び
演
出

利
天
ニ

〔
又
丁

ル
ゴ
ト

又
伯

フ
カ
ト

ニ
付
テ

皆
ノ

い
る
こ
と
が
確
認

遺
で
も
、
説
法
中

れ
、
天
理
本
以
下

。
た
だ
し
、
故
事

リ
、
夫

リ
ト
正

父
ノ

已
前
ハ

幼
少
ノ

母
摩
耶

イ
、
其
子
細
ハ
〔
有
経
文
ニ
〕
諸
仏
念

子
、
々
不
念
父
母
ト
、
説
タ
、
此
心

朝
夕
親
ガ
子
ヲ
思
フ
様
ナ
レ
ト
モ
、
子

ク
仏
ハ
衆
生
ヲ
扶
度

ト
思
召
ド

ナ
レ
ハ
、
頼
敷
思
フ
テ
、
カ
マ
ヘ
テ
ヨ

孝
行
ナ
レ
バ
天
道
ニ
モ
叶
、
夫
ヲ
如
何

云
フ
者
ノ
ア
リ
シ
ガ
一
人
ノ
老
母
ヲ
持

テ
ハ
安
居
ノ
御
法
ヲ
宣
給
フ
ト
聞
、

蘭
木
母
ト
テ
往
古
ノ
丁
蘭
ハ
死
シ
タ

ク
敬
ト
聞
、〕

兪
ハ
母
ノ
打
杖
ノ
此
以
前
ヨ
リ
モ
弱
タ

嗟
シ
事
ヲ
、
今
ノ
世
マ
テ
モ
ト
モ
ニ
袂

モ
、
約
束
ノ
ゴ
ト
ク
、
泣
ヌ
ハ
不
思
議

衆
モ
能
後
生
ヲ
大
事
ト
御
願
ヤ
レ
、
後 一

ヲ
如
何
ニ
ト
云
フ
ニ
、
先
ツ
骨
ハ
父
ノ

敷
報
恩
経
ニ
モ
見
ヘ
タ
リ
、

恩
ガ
深
キ
ト
云
ヘ
ト
、
又
母
ノ
恩
モ
浅

母
儀
ノ
胎
内
ニ
寄
十
月
ノ
苦
ヲ
カ
ケ

時
ハ
乳
房
ヲ
ハ
ナ
サ
レ
ズ
養
育
セ
ラ
ル

夫
人
ノ
孝
養
ノ
タ
メ
ニ
、
阿
難
ニ
対
テ

衆
生
、
衆
生
不
念
仏
、
父

ハ
諸
々
ノ
仏
ノ
衆
生
ヲ
思

ガ
必
親
ヲ
思
ワ
ヌ
物
ジ
ヤ
、

、
衆
生
カ
仏
ヲ
思
奉
ヌ
ト

ウ
後
生
ヲ
御
願
ヤ
レ
、

ニ
ト
云
フ
ニ
、
大
唐
国
ニ

、
独
ノ
男
子
ヲ
持
ツ
、
余

ル
母
ヲ
木
像
ニ
作
リ
生
タ

ル
ハ
、
御
命
ノ
尽
サ
セ
給

ヲ
濡
、
是
ヲ
見
彼
ヲ
聞

ナ
リ
、

生
サ
ヘ
願
ヘ
ハ
仏
ニ
成
ル

七
八

恩
徳
、
肉
身
ハ
母
ノ
恩
ナ

カ
ラ
ヌ
事
ナ
ル
ゾ
、
未
生

、
適
人
界
ニ
生
ヲ
受
テ
モ
、

ニ
ヨ
ツ
テ
、
釈
尊
モ
御

恩
重
経
ヲ
説
ヲ
カ
レ
、



「
泣
尼
」

事
」
や
金
刀
比
羅
本

あ
る
。

享
保
保
教
本
を
は

説
法
の
文
句
に
こ
と

な
く
（
わ
ず
か
に
、

ラ
ヌ
口
中
デ
長

願
以
此
功
徳
普

右
の
う
ち
、

は
後

脈
の
中
で
は
や
や
浮

に
は
な
く
、
伝
右
衛

お
、
こ
の
中
の
「
諸

母
」
と
い
う
章
句
は

ニ
飢
ニ
疲
テ
死

イ
、
大
地
ニ
打

ニ
及
ズ
、
子
々

ニ
ヨ
ツ
テ
ナ
リ

モ
納
受
マ
シ
マ

ノ
コ
ト
ク
ニ
、

聴
衆
ノ
衆
モ

ニ
貧
家
ノ
住
居

の
説
法

『
保
元
物
語
』
巻
中
「
為
義
最
期
事
」

じ
め
と
す
る
鷺
流
で
は
、
天
理
本
に
見

よ
せ
て
尼
の
目
を
覚
ま
さ
せ
泣
か
せ
よ

の
「
袂
ヲ
濡
」
と
い
う
表
現
が
相

談
儀
ハ
入
ラ
サ
ル
事
ナ
レ
ハ
、
今
日
ノ

及
於
一
切
我
等
与
衆
生
皆
共
成
仏
、

生
を
願
う
こ
と
を
説
く
内
容
で
、
孝
子

き
上
が
っ
て
い
る
感
が
あ
る
が
、
こ
の

門
派
独
自
の
部
分
で
あ
る
（
他
は
両

仏
念
衆
生
、
衆
生
不
念
仏
、
父
母
常

、
仮
名
本
『
曾
我
物
語
』
巻
七
「
小

ヘ
シ
、
所
詮
我
独
子
ヲ
土
ニ
埋
、
母
ヲ

付
ル
鍬
ノ
下
ヨ
リ
モ
金
ノ
釜
ヲ
掘
出
シ

孫
々
ニ
到
迄
富
貴
ノ
家
ト
栄
ル
モ
、
皆

、
加
様
ニ
マ
ノ
ア
タ
リ
ニ
奇
特
ノ
有
ル

ス
故
ト
カ
ヤ
、
是
ヲ
思
イ
彼
ヲ
見
聞
ニ

一
度
モ
吼
ヌ
ハ
悪
キ
ナ
リ
、

未
明
ヨ
リ
詰
ラ
レ
テ
、
草
臥
デ
ア
ラ
ウ

ヲ
セ
シ
故
、
所
詮
此
子
ヲ
世
ニ
立
ン
ト

に
見
え
る
も
の
で

ら
れ
た
よ
う
な
、

う
と
す
る
工
夫
は

当
す
る
か
）、

・

尼
ビ
ツ

タ

キ

ニ
手
ヲ

と
注
記
す
る

「
泣
け
い
や
い

説
法
ハ
是
迄
ナ
リ
、

説
話
を
並
べ
る
文

段
は
仁
右
衛
門
派

派
ほ
ぼ
同
じ
）。
な

念
子
、
々
不
念
父

袖
乞
ひ
て
出
で
し

技
を
行
な
っ

や
は
り

・

○
尼
ノ
方

ツ
ク
リ

乍
扇
ニ

ア
テ
ル

○
尼
右
ノ

楽
々
ト
養
ン
ト
思

、
其
身
ノ
事
ハ
申

是
二
親
ニ
孝
有
ル

事
モ
、
親
孝
行
天

ツ
ケ
テ
モ
、
約
束

ニ
愚
僧
ガ
モ
ト
ヲ

り
）。
享
保
保

○
尼
ヲ
見

ヲ
見
ウ

○
右
ノ
足

右
ノ
手

付
（
下

の
よ
う
な
注

致
サ
バ
、
母
諸
共

の
傍
線
部

一

ク
リ
ト
シ
テ
ヲ
キ
シ
テ
ノ
貌
ヲ
ミ
ル
、

ナ
ケ
イ
ヤ
イ
ト
ア
ド
ノ
方
ヲ
見
テ
キ
モ

ア
テ
ル

通
り
、
扇
で
高
座
を
叩
き
な
が
ら
（
お

」
と
、
尼
に
対
し
て
直
接
気
付
き
を

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
仁
右
衛
門

の
傍
線
部
の
後
に
そ
れ
ぞ
れ
、

ヲ
見
テ
エ
ヘ
ン

ナ
ケ

ト
扇
ニ

シ
テ
後
ロ
ヘ
手
ヲ
ツ
ク
、
シ
テ
ナ
ケ

テ
打
ア
ド
（
施
主
を
指
す
。
引
用
者
注

内
ニ
初
ノ
通
リ
子
ム
リ
居
ル
ユ
ヘ
シ
テ

教
本
で
は
、
そ
の
箇
所
に
、

ル
、
扇
ツ
カ
イ
ナ
ガ
ラ
咳
二
ツ
ス
ル
時

ツ
カ
リ
ト
シ
テ
居
ル
、
目
ニ
テ
教
泣
仕

一
ツ
ツ
ヨ
ク
フ
ム
、
尼
驚
キ
目
ヲ
サ
マ

カ
キ
サ
ス
リ
ノ
ビ
ナ
ド
ス
ル
、
シ
テ
ハ

略
）

記
が
あ
り
、
僧
が
所
作
や
表
情
に
よ
っ

の
よ
う
に
か
な
り
露
骨
な
表
現
を
す

七
九

シ
テ
ナ
ケ

ト
扇
ニ
テ

ヲ
ツ
ブ
シ
タ
ル
躰
ニ
テ
口

そ
ら
く
小
声
で
）「
泣
け
」

促
す
せ
り
ふ
を
発
す
る
の

派
の
賢
茂
五
番
綴
本
で
は
、

テ
高
座
ヲ
タ

ク
、
尼
ビ

ナ
ケ
イ
ヤ
イ
ト
云

）
ノ
方
ヲ
見
テ
口
ニ
手
ヲ

エ
ヘ
ン

ト
扇
ニ
テ
打

尼
目
ヲ
サ
マ
シ
仕
手
ノ
方

形
シ
テ
見
ス
ル
（
下
略
）

シ
ス
グ
ア
ク
ビ
ヲ
シ
テ
左

キ
ツ
ト
シ
バ
ラ
ク
ニ
ラ
ミ

て
尼
の
気
付
き
を
促
す
演

る
（
こ
の
部
分
ゴ
マ
点
あ



す
る
工
夫
は
も
と
も

に
、
大
蔵
流
の
行
き

つ
ま
り
、
説
法
の
場

く
と
い
う
、「
泣
く
べ

と
い
う
ち
ぐ
は
ぐ
な

こ
れ
に
対
し
て
、

「
目
を
覚
ま
せ
」
と
い

関
連
が
生
じ
た
よ
う

泉
流
に
江
戸
初
期
か

取
り
入
れ
ら
れ
、
同

法
の
言
葉
が
さ
ら
に

大
体
、
近
世
の
大

「
説
法
の
後
の
酒
盛
り

方
に
重
点
が
あ
っ
た

「
泣
尼
」

で
あ
る
。

五
、

大
蔵
虎
清
本
に
お

の
伝
達
と
説
法
の
言

れ
に
次
ぐ
虎
明
本
で

と
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
橋
本
朝
生
氏

方
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
尼
中
心

で
泣
け
な
か
っ
た
尼
が
、
埋
め
合
わ
せ

き
場
面
で
泣
か
ず
、
泣
か
な
く
て
も

対
応
が
構
想
の
中
心
で
あ
っ
た
と
い
え

和
泉
流
で
は
、
最
古
本
の
天
理
本
以
来

う
意
思
と
、
説
法
の
言
葉
が
有
機
的

で
あ
る
。
江
戸
中
期
以
降
の
大
蔵
八
右

ら
あ
っ
た
「
説
法
の
最
中
に
尼
が
眠
る

時
に
「
泣
け
」「
目
を
覚
ま
せ
」
と
い

密
接
に
関
連
す
る
よ
う
に
な
る
。

蔵
流
（
虎
清
本
・
虎
明
本
そ
し
て
八
右

の
際
に
尼
が
泣
く
」
と
い
う
場
面
が

せ
い
か
、
説
法
の
言
葉
を
利
用
し
て
尼

の
説
法

「
泣
尼
」
の
構
想
と
説
法

い
て
は
、
僧
の
（
尼
に
対
す
る
）「
泣

葉
と
は
必
ず
し
も
関
連
付
け
ら
れ
て
い

は
、
伯
瑜
の
故
事
が
取
り
込
ま
れ
る
こ

が
言
わ
れ
る
よ
う

」
な
の
で
あ
っ
た
。

に
酒
宴
の
場
で
泣

よ
い
場
面
で
泣
く
」

よ
う
。

、
僧
の
「
泣
け
」

に
関
連
付
け
ら
れ

こ
う
し
て

が
あ
ら
た
め

応
し
て
、
説

試
み
は
、
例

眼
前
の
ハ
プ

に
富
ん
だ
説

れ
ば
、「
泣
尼

衛
門
派
で
は
、
和

」
と
い
う
演
出
が

う
僧
の
思
惑
と
説

衛
門
派
）
で
は
、

あ
り
、
そ
ち
ら
の

を
泣
か
せ
よ
う
と

「
泣
け
」（
ま

あ
ま
り
関
連

小
声
な
が
ら

は
、
和
泉
型

だ
が
、
説
法

工
夫
は
な
か

僧
の
所
作
や

け
」
と
い
う
意
思

な
か
っ
た
が
、
そ

と
に
よ
っ
て
少
し

て
い
た
。
和

惑
に
焦
点
が

り
を
す
る
）

い
う
、
焦
り

見
ど
こ
ろ
と

鷺
流
で
は

見
る
と
、
説
法
に
「
二
重
の
伝
達
」
を

て
注
目
さ
れ
る
。
泣
く
は
ず
の
尼
が
泣

法
中
の
言
葉
を
用
い
て
気
付
か
せ
よ
う

え
ば
、『
沙
石
集
』
巻
六
「
説
経
師
下

ニ
ン
グ
に
対
応
し
て
臨
機
応
変
に
説
法

経
師
の
ふ
る
ま
い
に
通
じ
る
も
の
が
あ

」（
特
に
和
泉
型
）
と
い
う
狂
言
は
、

た
は
「
目
を
覚
ま
せ
」）
と
い
う
僧
の

し
な
い
。
そ
う
し
た
心
持
ち
は
、
尼
を

極
め
て
直
截
的
な
せ
り
ふ
と
し
て
表
現

の
筋
を
も
ち
、
説
法
の
場
面
が
見
せ
場

の
言
葉
を
利
用
し
て
尼
を
泣
か
せ
る

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
二
重
の

表
情
で
面
白
く
見
せ
よ
う
と
し
た
の
で 一

泉
流
は
、
古
来
、
泣
か
な
い
尼
に
対
す

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
僧
の
「
泣
く
べ
き

尼
を
い
か
に
泣
か
せ
よ
う
（
目
覚
め
さ

や
苛
立
ち
を
伴
っ
た
ふ
る
ま
い
を
（
遅

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

、
和
泉
流
に
も
あ
る
伯
瑜
の
故
事
を

織
り
込
む
和
泉
流
の
工
夫

か
な
い
と
い
う
事
態
に
即

と
す
る
「
泣
尼
」
の
僧
の

風
讃
タ
ル
事
」
な
ど
の
、

の
文
句
を
替
え
る
、
機
知

ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す

説
法
の
場
で
起
こ
る
滑
稽

意
思
と
説
法
の
言
葉
と
は

に
ら
む
表
情
と
と
も
に
、

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
鷺
流

に
な
っ
て
い
る
は
ず
な
の

（
目
覚
め
さ
せ
る
）
と
い
う

伝
達
」
よ
り
も
む
し
ろ
、

あ
ろ
う
。

八
〇

る
僧
の
高
座
の
上
で
の
困

場
面
で
泣
か
な
い
（
居
眠

せ
よ
う
）
と
す
る
か
」
と

く
と
も
江
戸
初
期
か
ら
）

引
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、



「
泣
尼
」

る
の
で
あ
る
。

虎
清
本
の
引
用

記
を
改
め
た
。
以

あ
る
。

橋
本
朝
生
氏
「

収
）
に
は
、
狂
言

注

鈴
木
棠
三
氏
校

宗
家
で
あ
る
大

ず
、
明
治
三
年
に

「
尼
が
説
法
の
場

さ
れ
ず
、
そ
れ
ら

に
、
江
戸
中
期
以

と
見
る
こ
と
も
で
き

蔵
『
転
法
輪
秘
伝
』

を
意
識
し
て
行
わ
れ

い
も
の
で
あ
っ
た
。

劇
中
芸
た
る
説
法

流
「
泣
尼
」
の
演
出

行
く
、
説
法
と
い
う

な
出
来
事
を
劇
全
体

の
説
法

に
際
し
て
は
、
適
宜
漢
字
を
当
て
、
句
読
点

下
引
用
の
他
の
台
本
に
つ
い
て
も
同
様
の
措

狂
言
と
諺
」（『
中
世
史
劇
と
し
て
の
狂
言
』

「
泣
尼
」
は
「
下
手
の
長
談
義
」
の
原
義

注
『
醒
睡
笑
（
上
）』（
岩
波
文
庫
、
昭

）

蔵
弥
右
衛
門
家
で
は
、「
泣
尼
」
は
虎
明
本

現
行
曲
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。

で
眠
る
」
と
い
う
演
出
は
、
大
蔵
虎
清
本

の
段
階
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

降
の
大
蔵
八
右
衛
門
派
（
伊
藤
源
之
丞
本
や

よ
う
。
そ
う
し
た
「
唱
導
説
話
」
は
、

か
ら
も
す
で
に
う
か
が
え
る
よ
う
な
、

る
説
法
の
芸
能
的
性
格
を
抜
き
に
し
て

と
狂
言
全
体
の
筋
（
構
想
）
を
た
く
み

は
、
不
測
の
事
態
に
も
即
座
に
対
応
し

も
の
の
芸
能
的
性
格
を
よ
く
捉
え
て
い

の
中
心
に
据
え
た
、
い
わ
ゆ
る
「
唱
導

を
施
す
な
ど
し
て
表

置
を
施
し
た
場
合
が

若
草
書
房
、
平
９
所

（
退
屈
な
談
義
）
を

・
１
、

徳
田
和

場
｜
」（

の
例
と
し

北
川
忠

尼
」（
稲

に
よ
る
。

以
降
の
台
本
に
見
え

や
虎
明
本
に
は
明
記

が
、
後
述
す
る
よ
う

虎
光
本
）
に
は
存
す

は
後
か
ら

な
い
わ
け

「
あ
の
坊

が
い
た
う

面
で
の

琴
堂
文

に
「
ナ
キ

天
理
堀

（
上
）（
下

院
政
期
の
醍
醐
寺

常
に
眼
前
の
聴
衆

は
成
り
立
ち
得
な

に
絡
ま
せ
た
和
泉

て
言
葉
を
紡
い
で

る
と
い
え
よ
う
。

摘
が
あ
る

虎
清
本

昭

）
に

る
こ
と
は

表
章
氏

収
の
金
春

日
本
古

に
よ
る
。

田
口
和

弥
井
書
店

説
話
」
の
立
体
化

「
文
字
通

一

７
）
参
照
。

夫
氏
「
孝
子
説
話
を
め
ぐ
る
唱
導
と
絵
解
き

『
説
話
文
学
研
究
』

、
平

・
６
）
は
、
孝

て
、
狂
言
「
泣
尼
」
を
挙
げ
る
。

彦
他
校
注
『
天
理
本
狂
言
六
義
（
下
巻
）』

田
担
当
）
参
照
。

付
加
さ
れ
た
も
の
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
、

で
は
な
い
。
む
し
ろ
和
泉
流
・
天
理
本
で
、

主
の
だ
ん
ぎ
は
あ
り
が
た
い
け
は
な
ふ
て
、

成
」
と
い
う
評
判
が
あ
る
、
と
言
う
よ
う
に

「
下
手
」
さ
が
本
来
の
設
定
で
あ
っ
た
の
か
も

庫
蔵
八
右
衛
門
派
六
冊
本
で
は
、
こ
の
説
法

ナ
キ
」
と
い
う
言
葉
を
頻
発
す
る
な
ど
の
工

村
本
所
収
曲
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

）｜
天
理
堀
村
本
所
収
曲
を
め
ぐ
っ
て
｜
」（

。は
、
日
本
の
文
学
・
古
典
編
『
能

能
楽

、
橋
本
朝
生
氏
に
よ
る
注
と
解
説
が
収
め
ら

そ
れ
を
補
う
も
の
で
あ
る
。

・
伊
藤
正
義
氏
校
注
『
金
春
古
伝
書
集
成

八
左
衛
門
家
伝
来
本
に
よ
る
。

典
文
学
大
系
『
曾
我
物
語
』（
岩
波
書
店
、

夫
氏
「
説
法
の
狂
言
二
題
」（『
能
・
狂
言
研

、
平
９
所
収
）
は
、「
泣
尼
」
の
僧
が
説
法

り
舞
台
で
や
っ
て
見
せ
て
笑
わ
せ
よ
う
と
す

八
一 ｜

宗
教
文
化
研
究
と
説
話
の

子
説
話
を
引
く
談
義
・
説
法

（
三
弥
井
書
店
、
平
７
）「
泣

こ
の
僧
は
全
く
説
法
が
出
来

僧
が
自
ら
の
説
法
に
つ
い
て
、

く
た
び
れ
が
い
て
、
か
し
ら

、
弁
舌
に
関
わ
る
技
術
的
な

し
れ
な
い
。

は
さ
ら
に
簡
略
化
さ
れ
、
間

夫
を
加
え
て
い
る
。

「
狂
言
番
外
曲
の
伝
承
経
路

『

能
史
研
究
』

、

、
平

論

狂
言
』（
ほ
る
ぷ
出
版
、

れ
て
い
る
が
、
以
下
に
掲
げ

』（
わ
ん
や
書
店
、
昭

）
所

昭

）
所
収
十
行
古
活
字
本

究
｜
中
世
文
芸
論
考
｜
』
三

不
得
意
で
あ
る
と
い
う
設
定

る
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
指



阿
部
泰
郎
氏
「

唱
導
・
注
釈
｜
』

談
集
』
巻
四
に
「

説
教
師
と
な
る

和
夫
氏
「
翻
刻
・

寺
文
化
財
研
究
所

「
泣
尼
」

阿
部
泰
郎
氏
編

享
保
保
教
本
は

記
す
が
、
こ
こ
で

た
だ
し
、
仁
右

こ
の
章
句
の
さ

山
西
明
氏
「
仮
名

の
展
開
と
仏
教
』

注

の
橋
本
朝

唱
導
｜

唱
導
説
話

考
｜
」（『
説
話
の
講

勉
誠
社
、
平
５
所
収
）。
な
お
、『
古
今
著
聞

泣
尼
」
の
類
話
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘

た
め
の
心
得
を
問
答
形
式
で
説
い
た
も
の
。

醍
醐
寺
蔵
『
転
法
輪
秘
伝
（
説
法
秘
条
）』」

）』

、
平

・

）
参
照
。

の
説
法

『
因
縁
抄
』（
古
典
文
庫
、
昭

）
に
よ
る

末
尾
に
「
談
義
ノ
替
」
と
し
て
別
の
詞
章

は
本
演
出
の
も
の
に
よ
る
。

衛
門
派
の
寛
政
有
江
本
で
は
、

の
丁
蘭
の

ら
な
る
典
拠
は
、
覚

撰
と
伝
え
る
『
孝
養

本
『
曽
我
物
語
』
と
『
孝
養
集
』」（
山
田
昭

お
う
ふ
う
、
平

所
収
）
に
指
摘
さ
れ
て
い

生
氏
に
よ
る
虎
清
本
「
泣
尼
」
の
解
説
。

座
３

説
話
の
場
｜

集
』
巻
十
六
や
『
雑

さ
れ
て
い
る
。

馬
淵
和
夫
氏
・
田
口

（『
研
究
紀
要
（
醍
醐

。（
冒
頭
部
の
替
え
）
も

故
事
は
な
い
。

集
』
で
あ
る
こ
と
が
、

全
氏
編
『
中
世
文
学

る
。

一
八
二


