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︱
﹁
高
倉
天
皇
奉
為
前
建
春
門
院
被
修
法
華
八
講
御
願
文
﹂
と
の
比
較
に
於
い
て

︱

滝

沢

優

子

一
︑

﹃
拾
珠
抄
﹄
の
巻
一
の
第
一
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
が
﹁
高
倉
院
御
筆
御
八

講
﹂
の
表
白
で
あ
る
︒
初
座
表
白
の
作
者
は
︑
当
時
権
僧
正
で
あ
っ
た
公
顕
で

あ
る
︒
さ
て
︑
こ
の
表
白
は
安
元
三
年
七
月
︑
高
倉
院
が
前
年
逝
去
し
た
生
母

建
春
門
院
の
為
に
催
し
た
法
華
御
八
講
に
際
し
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
猶
︑

亡
き
建
春
門
院
の
供
養
の
為
に
高
倉
院
は
法
華
経
全
一
部
八
巻
︑
及
び
般
若
心

経
︑
阿
弥
陀
経
を
手
づ
か
ら
書
写
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
高
倉
院
御
筆
御
八
講
﹂

と
﹃
拾
珠
抄
﹄
中
に
称
さ
れ
る
今
上
の
御
願
に
よ
る
盛
儀
に
か
か
る
も
の
と
し

て
︑
藤
原
永
範
作
﹁
高
倉
天
皇
奉
為
前
建
春
門
院
被
修
法
華
八
講
御
願
文
﹂
が

挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
の
願
文
は
本
来
﹃
願
文
集
﹄
な
る
書
物
に
収
め
ら
れ
て
い
た

ら
し
い
が
︑
現
在
﹃
願
文
集
﹄
は
散
逸
し
︑
ま
と
ま
っ
た
形
で
見
る
こ
と
は
出

来
な
い
︒
し
か
し
︑
﹃
本
朝
文
集
﹄︵
国
史
大
系
編
集
会
編
﹃
国
史
大
系
﹄
所

収
︶
に
よ
っ
て
︑
呪
願
文
と
と
も
に
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑

﹃
本
朝
文
集
﹄
に
は
建
春
門
院
の
四
十
九
日
の
法
要
時
の
願
文
も
﹁
後
白
河
天

皇
為
建
春
門
院
中
陰
忌
修
法
会
願
文
﹂︵
藤
原
成
光
作
︶
と
し
て
収
め
ら
れ
て

お
り
︑﹁
高
倉
院
御
筆
御
八
講
表
白
﹂
読
解
の
参
考
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒

本
論
は
こ
れ
ら
願
文
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
表
白
文
の
表
現
の
特
徴
を
考

察
す
る
も
の
で
あ
る
︒
猶
︑
異
本
と
し
て
東
大
寺
蔵
﹁
高
倉
院
御
八
講
初
座
啓

白
等
﹂
と
︑﹃
天
台
宗
全
書
﹄︵
刊
本
︶
も
︑
参
照
の
対
象
と
し
︑
本
文
中
で
は
︑

﹁
東
大
寺
本
﹂﹁
天
台
全
書
﹂
と
略
す
る
も
の
と
す
る
︒
ま
た
︑
願
文
に
つ
い
て

は
︑
一
句
ご
と
に
通
し
番
号
を
付
し
︑
参
看
の
一
助
と
し
た
︒
表
白
に
つ
い
て

は
︑﹁
実
相
院
本
﹂
の
丁
数
と
行
数
を
適
宜
付
す
も
の
と
す
る
︒
ま
た
︑
字
体

は
︑
基
本
的
に
現
行
通
用
の
字
体
に
適
宜
改
め
︑
返
り
点
は
省
略
し
て
い
る
︒

｢表
白
﹂
は
音
声
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
︑﹁
願
文
﹂
は
目
で
読
む
こ
と
を
前
提

と
し
て
書
か
れ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
︑
﹁
高
倉
院
御
筆
御
八
講
﹂
の
儀
式

｢
高
倉
院
御
筆
御
八
講
初
座
表
白
﹂
の
特
徴

一



の
進
行
を
﹃
玉
葉
﹄
に
よ
っ
て
確
認
す
る
限
り
︑
願
文
も
読
み
上
げ
ら
れ
て
お

り
︑
表
現
の
違
い
を
享
受
の
方
法
だ
け
に
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
︒
ま
た
︑

﹁
表
白
﹂
は
学
僧
の
︑﹁
願
文
﹂
は
儒
者
の
手
に
な
る
と
い
う
作
者
の
立
場
の
違

い
は
あ
る
け
れ
ど
も
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
に
は
前
中
書
王
作
の
﹁
表
白
﹂
が
あ
り
︑

必
ず
し
も
明
確
な
住
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒

近
年
︑
山
本
真
吾
氏
が
﹁
表
白
は
︑
法
会
の
始
め
に
僧
侶
が
そ
の
趣
旨
を
会

衆
に
告
げ
る
言
説
を
言
い
︑
願
文
は
同
じ
く
仏
教
法
会
の
場
に
あ
っ
て
︑
主
催

者
︵
発
願
者
・
施
主
︶
自
身
の
願
意
を
言
い
表
す
文
章
で
あ
る①

﹂
と
︑
明
確
に

分
け
ら
れ
た
通
り
︑
﹁
高
倉
院
御
筆
御
八
講
初
座
表
白
﹂
と
﹁
高
倉
天
皇
奉
為

前
建
春
門
院
被
修
法
華
八
講
御
願
文
﹂
と
を
比
較
し
た
時
︑
ま
ず
最
も
大
き
な

違
い
は
第
一
人
称
の
違
い
で
あ
る
︒﹁
願
文
﹂
は
藤
原
永
範
の
作
で
は
あ
る
が
︑

御
筆
御
八
講
の
発
願
者
で
あ
り
︑
施
主
で
あ
る
今
上
︵
高
倉
天
皇
︶
が
第
一
人

称
で
あ
る
︒
一
方
﹁
表
白
﹂
の
方
は
︑
そ
の
作
者
が
作
者
自
身
の
立
場
か
ら
述

べ
る
た
め
︑
今
上
を
﹁
我
君
﹂
と
呼
ん
で
い
る
の
が
確
認
で
き
る
︒
こ
の
違
い

は
当
然
︑
高
倉
天
皇
の
行
為
を
述
べ
る
表
現
に
も
波
及
し
︑
願
文
で
は
﹁

︶
55

課
眇
身
︒

︶
奉
書
写
紺
紙
金
泥
妙
法
蓮
華
経
一
部
八
巻
﹂
は
︑
表
白
で
は

56

﹁
振

宸
筆
／
奉
書
写
金
字
妙
法
花
妙
典
一
乗
之
真
文
﹂︵
�
オ
�
行
目
～

行
11

目
︶
に
︑
願
文
の
﹁

︶
抑
伏
窺
旧
記
︒

︶
倩
廻
冲
襟
﹂
に
相
当
す
る
内
容

73

74

を
表
白
で
は
﹁
凝
白
業
於
叡
慮
／
抽
丹
誠
於
玉
体
﹂︵
�
オ
�
行
目
～
�
行
目
︶

と
表
現
す
る
な
ど
︑
施
主
の
高
倉
天
皇
も
敬
意
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
︒﹁
実

相
院
本
﹂
に
あ
っ
て
は
︑﹁
宸
筆
﹂
の
上
を
一
文
字
分
空
白
に
す
る
諱
字
が
行

わ
れ
︑
か
つ
︑
漢
文
の
文
脈
か
ら
外
れ
て
所
々
︑﹁
御
︵
お
は
し
ま
す
︶﹂
﹁
奉
﹂

﹁
思
食
﹂﹁
給
﹂
な
ど
の
細
字
の
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
こ
れ

ら
こ
そ
︑
山
本
信
吉
氏
が
﹁
お
も
ね
る
文
体②

﹂
と
評
さ
れ
て
い
る
も
の
の
実
例

で
あ
ろ
う
︒
猶
︑﹁
実
相
院
本
﹂
と
﹁
東
大
寺
本
﹂
と
の
間
に
︑
合
致
し
な
い

例
が
少
な
く
な
い
︒
こ
こ
か
ら
推
察
で
き
る
こ
と
は
︑
流
派
に
よ
る
読
み
方
の

違
い
の
他
︑
実
際
の
儀
式
の
中
で
は
︑
書
か
れ
た
も
の
以
上
に
敬
語
が
声
に
出

さ
れ
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
︒
導
師
は
︑
説
草
を
読
み
上
げ
る
際
は
︑
場
の
空

気
︑
聴
衆
の
反
応
の
変
化
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
︑
敬
語
を
補
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
︒

二
︑

第
二
に
願
文
と
比
較
し
て
特
徴
的
な
の
は
︑
表
白
に
は
日
時
へ
の
言
及
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
︒
﹁
高
倉
院
御
筆
御
八
講
﹂
は
︑
結
願
を
建
春
門
院
の
逝
去
し

た
七
月
八
日
の
正
日
に
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ
て
い
る
が
︑
七
月
五
日
の
初
座
の

表
白
に
は
﹁
一
周
忌
之
光
陰
将
満
﹂︵
�
ウ
�
行
目
︶︑
七
月
七
日
の
六
座
に
は

﹁
明
日
是
一
周
忌
満
﹂
︑
七
月
八
日
の
結
座
表
白
に
は
﹁
今
日
者
聖
霊
遷
化
正
日

也
﹂
と
︑
法
会
の
進
行
の
日
時
を
言
い
表
し
て
い
る
︒
表
白
の
﹁
場
へ
の
密
着

性③

﹂
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
︒

猶
︑
公
顕
の
初
座
表
白
に
は
こ
の
他
に
﹁
軸
何
宝
／
龍
女
一
顆
之
玉
加
七
／

｢
高
倉
院
御
筆
御
八
講
初
座
表
白
﹂
の
特
徴
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紐
何
珍
／
梵
天
三
銖
之
衣
割
八
﹂︵
�
オ

行
目
～

行
目
︶﹁
七
覚
八
正
者
西

12

13

方
内
証
也
﹂︵

ウ
�
行
目
︶
と
︑
建
春
門
院
の
正
日
を
章
句
に
織
り
込
む
技

10

法
も
見
ら
れ
る
︒
そ
の
日
そ
の
時
そ
の
場
に
集
う
人
々
は
︑
当
時
性
を
捉
え
た

表
現
に
殊
更
の
興
趣
を
覚
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
更
に
言
え
ば
︑
初
座
表
白
の

導
入
部
に
あ
る
﹁
増
行
涙
巫
女
台
之
雨
﹂︵
�
オ

行
目
︶
は
︑
定
形
表
現
で

11

あ
る
と
同
時
に
︑
当
日
の
天
候
に
触
れ
た
表
現
で
も
あ
ろ
う
︒

﹃
玉
葉
﹄
に
よ
れ
ば
︑
御
筆
御
八
講
の
行
わ
れ
た
七
月
五
日
か
ら
八
日
ま
で

の
四
日
間
の
天
候
は
全
て
雨
で
あ
る
︒
澄
憲
に
よ
る
結
座
表
白
の
﹁
今
日
者
聖

霊
遷
化
正
日
也
／
空
陰
愁
気
覚
／
雨
降
別
涙
覚
﹂
に
あ
っ
て
は
︑
当
日
の
天
候

を
言
う
も
の
に
他
な
る
ま
い
︒
現
実
の
雨
音
を
聞
く
聴
衆
に
︑
丁
度
一
年
前
の

別
れ
の
悲
涙
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
︑
も
し

こ
の
期
間
が
晴
れ
て
い
れ
ば
別
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
日

時
や
天
候
と
い
っ
た
﹁
場
へ
の
密
着
﹂
が
表
現
を
左
右
し
︑
音
声
に
発
せ
ら
れ

て
よ
う
や
く
完
成
を
見
る
が
故
に
︑
表
白
を
書
き
記
し
た
も
の
は
﹁
説
草
﹂
な

の
で
あ
ろ
う
︒

さ
て
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
場
へ
の
密
着
﹂
は
︑
そ
の
齋
会
が
ど
こ
で
行
わ
れ
た

か
︑
に
も
言
及
す
る
︒
事
前
に
用
意
さ
れ
る
願
文
と
比
較
す
る
と
︑
特
徴
的
と

言
え
る
だ
ろ
う
︒
当
該
﹁
願
文
﹂
中
で
︑
場
に
触
れ
て
い
る
の
は
︑﹁

︶
設

86

大
会
於
中
禁
﹂
と
あ
る
箇
所
の
み
で
あ
る
︒
会
場
の
急
な
変
更
に
も
対
応
す
る

た
め
︑
対
句
表
現
の
外
に
措
か
れ
︑
意
匠
を
凝
ら
し
た
美
文
の
中
に
は
組
み
込

ま
れ
て
い
な
い
︒
も
っ
と
も
︑
公
顕
の
手
に
な
る
﹁
初
座
表
白
﹂
も
︑
終
盤

﹁
擺
聖
霊
御
平
日
入
内
御
所
為
道
場
︒
展
開
講
演
説
謝
徳
之
斎
莚
﹂︵

オ

行

10

12

目
～

行
目
︶
と
︑
閑
院
を
建
春
門
院
が
入
内
し
た
御
所
と
し
て
︑
簡
単
に
触

13

れ
て
い
る
に
留
ま
る
の
で
あ
る
が
︒
こ
の
こ
と
は
︑
政
治
的
背
景
も
あ
り
︑
御

八
講
の
道
場
が
直
前
ま
で
決
ま
ら
な
か
っ
た
為
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
点
に
つ

い
て
は
︑
後
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
︒
今
は
﹁
場
﹂
へ
の
言
及
の
例
と
し
て
︑

同
じ
く
﹃
拾
珠
抄
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
る
弁
暁
の
﹁
六
座
表
白
﹂
︑
澄
憲
の

﹁
結
座
表
白
﹂
に
お
け
る
︑﹁
場
﹂︵
こ
こ
で
は
閑
院
が
そ
れ
に
当
た
る
︶
の
称

賛
の
章
句
を
挙
げ
て
お
く
︒

﹁
延
喜
聖
主
︒
延
長
三
年
︒
為
資
先
后
菩
提
写
八
軸
妙
典
︒
展
供
養
於
勤
修

之
道
場
︒
未
及
禁
中
之
斎
会
︒
仍
︒
道
儀
無
備
叡
覧
︒
法
音
不
達
天
聴
︒
﹂︵
六

座
表
白
︶

﹁
上
勝
延
喜
之
跡
︒
彼
城
外
修
法
会
︒
是
禁
中
披
斎
筵
︒﹂︵
六
座
表
白
︶

﹁
諒
闇
有
儀
禁
闕
忽
改
︒
兼
帷
追
善
無
他
︒﹂︵
結
座
表
白
︶

い
ず
れ
も
︑
禁
中
︵
里
内
裏
で
あ
る
閑
院
︶
で
御
八
講
を
開
催
し
た
こ
と
を
︑

醍
醐
天
皇
の
先
例
に
勝
る
も
の
と
し
て
︑
こ
れ
を
讃
え
て
い
る
︒

初
日
に
読
み
上
げ
ら
れ
る
﹁
初
座
表
白
﹂
に
あ
っ
て
は
︑
会
場
の
決
定
か
ら

儀
式
開
催
ま
で
の
期
間
が
短
す
ぎ
︑
つ
ま
り
初
座
表
白
の
作
成
時
間
に
限
り
が

あ
り
︑
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
も
の
が
︑
開
催
三
日
目
︑
四
日
目
に
な

っ
て
︑
よ
う
や
く
表
現
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
が
出
来
た
為
と
思
わ
れ
る
︒

｢
高
倉
院
御
筆
御
八
講
初
座
表
白
﹂
の
特
徴

三



三
︑

日
時
︑
天
候
︑
場
に
対
す
る
表
現
の
差
異
の
他
︑
表
白
と
願
文
の
違
い
と
し

て
挙
げ
た
い
の
は
︑
人
名
の
扱
い
方
で
あ
る
︒

先
例
の
扱
い
方
︑
と
言
う
べ
き
か
︑﹁
初
座
表
白
﹂
に
﹁
韋
提
希
夫
人
﹂﹁
則

天
武
后
﹂
が
女
人
成
仏
の
先
例
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
の
が
目
を
驚
か
す
︒
韋

提
希
夫
人
は
西
方
浄
土
に
関
わ
り
の
深
い
女
性
で
は
あ
る
し
︑
則
天
武
后
も
仏

教
を
保
護
し
︑
皇
帝
に
即
位
し
た
際
︑﹃
大
霊
経
疏
﹄
を
編
纂
さ
せ
︑
自
ら
を

転
輪
聖
王
や
弥
勒
菩
薩
の
下
生
と
称
し
た
事
跡
も
あ
る
か
ら④
︑
全
く
故
無
し
と

は
し
な
い
︒
或
い
は
︑
最
勝
王
院
を
建
立
し
た
建
春
門
院
と
比
肩
す
る
に
は
︑

武
后
の
他
に
適
当
な
人
物
が
い
な
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
︒

も
う
一
人
の
︑
韋
提
希
夫
人
に
し
て
も
︑
現
代
人
の
感
覚
か
ら
す
る
と
︑
不

穏
な
印
象
が
強
い
女
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
韋
提
希
夫
人
に
建
春
門
院
を
当

て
は
め
れ
ば
︑
父
殺
し
の
子
に
高
倉
院
が
相
当
す
る
こ
と
に
な
り
︑
他
意
を
疑

わ
れ
兼
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
の
だ
が
︑﹁
国
母
﹂
と
い
う
共

通
項
に
よ
っ
て
︑
韋
提
希
夫
人
も
則
天
武
后
も
︑
建
春
門
院
を
比
す
る
に
抵
抗

の
な
い
程
の
︑
表
現
と
し
て
の
定
着
を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

さ
て
︑
一
方
の
﹁
高
倉
天
皇
奉
為
前
建
春
門
院
被
修
法
華
八
講
御
願
文
﹂
及

び
﹁
同
呪
願
文
﹂
に
は
︑
そ
れ
ら
に
該
当
す
る
表
現
は
無
い
︒
但
し
︑

︶
旧

97

日
慈
恩
之
陪
妾
侍
女
︑

︶
在
簾
中
而
泣
聞
法
音
と
は
︑﹃
観
無
量
寿
経
﹄
中

98

の
︑
韋
提
希
夫
人
の
侍
女
ら
五
百
人
が
菩
提
心
を
起
こ
し
た
事
を
踏
ま
え
た
表

現
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
西
方
浄
土
へ
の
往
生
を
祈
る
こ
と
の
心
情
は
同
じ
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
韋
提
希
夫
人
そ
の
人
の
名
は
出
さ
れ
な
い
︒
ま
た
︑
前
年
の
四
十
九

日
法
要
に
供
さ
れ
た
︑
建
春
門
院
の
追
善
願
文
で
あ
る
﹁
後
白
河
天
皇
為
建
春

門
院
中
陰
忌
修
法
会
願
文
﹂
に
は
︑﹁
引
摂
聖
霊
︒
速
飛
金
剛
之
実
輅
矣
︒
迎

十
万
億
土
之
西
︒﹂
と
あ
り
︑
や
は
り
観
無
量
寿
経
の
場
面
を
念
頭
に
置
い
た

表
現
は
あ
る
も
の
の
︑
韋
提
希
夫
人
の
名
が
直
截
に
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
︒

追
善
供
養
の
願
文
は
﹃
本
朝
文
粋
﹄﹃
本
朝
続
文
粋
﹄﹃
菅
家
文
草
﹄
﹃
本
朝

文
集
﹄
に
多
数
︵
室
町
期
ま
で
の
作
を
対
象
︒
願
文
�
�
	
本
︵
呪
願
文
︑
諷

誦
文
を
含
め
れ
ば
�
�
�
本
︑
う
ち
︑
追
善
の
対
象
が
女
性
で
あ
る
も
の
�
�

本
︶︑
の
願
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
韋
提
希
夫
人
の
名
を
用
い
て
い
る
の

は
︑
管
見
の
限
り
で
は
�
例
の
み
で
あ
る⑤
︒
則
天
武
后
に
至
っ
て
は
︑
一
例
も

見
出
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
︒

こ
れ
は
︑
四
六
駢
儷
体
が
基
本
で
あ
る
願
文
に
︑
こ
う
し
た
具
体
的
な
人
名

は
︑
字
数
の
制
限
か
ら
も
据
わ
り
が
悪
い
場
合
が
多
い
と
い
う
単
純
な
理
由
に

も
因
る
の
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
公
顕
の
﹁
初
座
表
白
﹂
に
あ
る
よ
う
に
︑
韋
提
希
夫
人
を

先
例
と
し
て
真
っ
向
か
ら
取
り
上
げ
る
態
度
は
︑
願
文
に
は
無
い
も
の
と
言
っ

て
よ
い
︒
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表
白
は
聴
衆
の
心
を
惹
き
つ
け
る
為
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
的
要
素
も
必
要
と

さ
れ
︑
こ
う
し
た
意
外
性
の
あ
る
人
名
を
用
い
る
と
い
う
よ
う
な
︑
際
ど
い
表

現
も
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

四
︑

表
白
と
願
文
を
比
較
し
た
時
︑
内
容
の
他
に
表
記
の
仕
方
に
も
違
い
が
あ
る

こ
と
を
付
記
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

願
文
が
完
全
な
漢
文
体
で
あ
る
の
に
対
し
︑
表
白
文
は
和
化
漢
文
︵
変
体
漢

文
︶
で
あ
る
︒
正
確
を
期
す
な
ら
ば
︑
和
化
漢
文
を
更
に
口
語
に
近
付
け
た
文

体
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
表
白
が
説
草
︑
す
な
わ
ち
読
み
上
げ
る
為
の
台
本
と
い

う
性
格
が
よ
く
表
れ
た
も
の
と
い
え
る
︒
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
︑﹁
奉
﹂﹁
給
﹂

﹁
思
食
﹂
な
ど
︑
漢
文
で
は
表
し
に
く
い
敬
語
を
︑
細
字
に
て
書
き
添
え
る
工

夫
が
一
つ
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
そ
う
し
た
例
と
は
別
に
︑
和
化
漢
文
の
本
文
そ
の
も
の
が
︑
読
み

上
げ
ら
れ
る
和
語
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
形
で
書
き
記
さ
れ
た
文
章
が
あ
る
︒

こ
れ
は
﹁
実
相
院
本
﹃
拾
珠
抄
﹄﹂
�
ウ

行
目
～
	
ウ
�
行
目
に
あ
る
︒

14

①

観
世
音
菩
薩
光
中
顕
現
御
覧
︵
�
ウ

行
目
︶

14

②
⁝
衆
幾
許
奉
帰
命
随
喜
御
覧
︵
	
オ
	
行
目
︶

③

奉
讃
歎
希
代
御
願
御
覧
︵
	
オ

行
目
︶

12

④

君
恩
徳
難
謝
申
奉
悦
給
覧
︵
	
ウ
�
行
目
︶

い
ず
れ
の
﹁
～
︵
御
︶
覧
﹂
も
︑
動
詞
で
は
な
く
︑
推
量
の
助
動
詞
﹁︵
お
は

し
ま
す
︶
ら
ん
﹂
と
訓
じ
る
︒

﹁
東
大
寺
本
﹂﹁
天
台
全
書
﹂
で
は
判
別
し
に
く
い
の
だ
が
︑﹁
実
相
院
本
﹂

は
︑
基
本
的
に
章
句
の
切
れ
目
で
改
行
す
る
書
き
方
で
あ
る
の
で
︑
書
き
手
の

意
図
が
明
白
で
あ
る
︒﹁
覧
﹂
が
動
詞
で
あ
れ
ば
︑
行
の
上
部
に
書
か
れ
る
は

ず
で
あ
る
が
︑
こ
の
四
例
は
す
べ
て
行
の
末
部
に
置
か
れ
て
い
る
︒
訓
み
下
せ

ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
︒

①

観
世
音
菩
薩
の
光
中
に
顕
現
し
お
は
し
ま
す
ら
ん
︒

②

︵
海
会
の
聖
︶
衆
の
幾
許
か
帰
命
随
喜
し
お
は
し
ま
す
ら
ん
︒

③

讃
歎
希
代
の
御
願
を
奉
り
お
は
し
ま
す
ら
ん
︒

④

君
の
恩
徳
は
謝
し
申
し
難
く
悦
び
奉
り
給
ふ
ら
ん
︒

ま
た
︑
④
の
﹁
給
覧
﹂
は
︑﹁
東
大
寺
本
﹂
で
は
﹁
御
覧
﹂
と
表
記
さ
れ
て

い
る
︒
ま
た
︑﹁
於
如
来
大
会
之
中
定
施
面
目
給
ラ
ム

︵
	
ウ
�
行
目
︶
に
つ
い

て
も
︑﹁
東
大
寺
本
﹂
で
は
︑﹁
⁝
定
施
面
目
御
覧
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
︒

表
白
の
表
記
は
︑
和
化
漢
文
の
中
で
も
︑
と
り
わ
け
語
る
言
葉
に
傾
い
た
も

の
と
い
え
よ
う
︒
但
し
︑
そ
の
表
記
の
仕
方
は
統
一
性
に
乏
し
く
︑
こ
れ
を
読

み
こ
な
す
に
は
︑
相
当
の
熟
練
が
必
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

猶
︑﹁
実
相
院
本
﹂
の
書
写
の
姿
勢
は
︑
本
来
の
表
白
の
形
態
ま
で
も
復
元

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
儀
式
の
中
で
読
み
上
げ
る
際
の
利
便

性
を
向
上
さ
せ
る
に
は
︑
句
ご
と
に
分
け
て
書
き
記
さ
ざ
る
を
得
な
い
︒
単
に
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文
案
と
し
て
︑
参
照
に
資
す
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
た
も
の
と
は
違
う
意
識

が
働
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

五
︑

表
白
は
読
み
上
げ
ら
れ
︑
語
り
か
け
ら
れ
て
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
︑

言
葉
の
調
子
を
整
え
る
こ
と
に
意
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
︒
但
し
︑﹃
玉
葉
﹄

に
記
録
さ
れ
た
所
を
見
る
と
︑
願
文
も
表
白
に
続
い
て
講
師
に
よ
っ
て
読
み
上

げ
ら
れ
て
お
り⑥
︑
願
文
も
音
調
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
例
を

挙
げ
れ
ば
︑

︶
遠
則
延
喜
天
暦
之
聖
主
︒

︶
近
又
長
保
長
治
之
明
王
︒
は
︑

75

76

端
正
な
対
句
表
現
で
あ
る
上
︑﹁
エ
ン
ギ
・
テ
ン
リ
ヤ
ク
﹂
の
撥
音
の
連
続
︑

﹁
チ
ヤ
ウ
ホ
ウ
・
チ
ヤ
ウ
ヂ
﹂
の
拗
音
の
重
な
り
も
見
事
で
あ
る
︒
表
白
の
方

も
︑
こ
こ
は
﹁
尋
古
風
於
延
喜
天
暦
之
聖
代
﹂︵
�
オ
�
行
目
︶﹁
訪
勝
躅
長
保

長
治
之
明
時
﹂
︵
�
オ
�
行
目
︶
と
︑
同
質
の
対
句
を
も
の
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
願
文
の

︶
等
覚
妙
覚
之
位
豈
疑
︒
に
あ
る
﹁
ト
ウ
カ
ク
メ
ウ
カ

122

ク
﹂
の
響
き
は
︑
表
白
も
﹁
仏
則
等
覚
妙
覚
三
尊
﹂︵
�
ウ

行
目
︶
と
採
用

さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
同
じ
音
を
採
択
し
て
い
て
も
︑
表
白
と
願
文
で
は
︑

も
た
せ
る
意
味
合
い
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
願
文
は

︶
戒
急
乗
急
之
善

121

兼
該
︒
と
の
対
で
︑
﹁
等
覚
妙
覚
﹂
は
さ
と
り
の
意
味
で
用
い
て
い
る
︒
一
方
︑

表
白
は
﹁
等
覚
妙
覚
﹂
を
第
一
義
の
﹁
さ
と
り
﹂
と
し
て
で
は
な
く
︑
そ
こ
か

ら
転
じ
て
﹁
さ
と
っ
た
人
﹂
で
あ
る
﹁
ほ
と
け
﹂
を
表
す
も
の
と
し
て
使
用
し

て
い
る
︒
こ
の
御
筆
御
八
講
に
於
い
て
︑
宸
筆
法
華
経
と
共
に
供
養
の
た
め
造

立
さ
れ
た
釈
迦
三
尊
像
を
引
き
出
す
た
め
の
︑
枕
詞
的
な
色
合
い
が
濃
い
︒
願

文
の
﹁
等
覚
妙
覚
﹂
が
字
義
通
り
で
あ
る
の
に
対
し
︑
表
白
の
方
は
ひ
ね
り
を

加
え
た
表
現
と
言
え
よ
う
か
︒

ま
た
﹁
仏
則
等
覚
妙
覚
三
尊
﹂
の
対
句
に
あ
た
る
︑
﹁
経
又
迹
門
本
門
一
乗
﹂

︵
�
ウ
�
行
目
︶
の
︑
﹁
迹
門
本
門
︱
シ
ヤ
ク
モ
ン
ホ
ン
モ
ン
ー
﹂
も
︑
変
形
を

加
え
た
表
現
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
迹
門
本
門
一
乗
﹂
と
は
︑
法
華
経
を
指
す
︒

何
故
な
ら
ば
︑
天
台
智
顗
が
﹃
法
華
文
句
﹄
中
で
︑
法
華
経
の
前
半
十
四
品
を

迹
門
︑
後
半
十
四
品
を
本
門
と
し
︑
経
典
解
釈
に
多
用
し
た
こ
と
か
ら
︑
法
華

経
と
密
接
に
関
わ
る
語
彙
だ
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
経
疏
類
に
於
い

て
﹁
迹
門
﹂
と
い
う
語
と
︑
﹁
本
門
﹂
と
い
う
語
を
並
べ
て
使
う
時
に
は
﹁
本

迹
二
門
︱
ホ
ン
ジ
ヤ
ク
ニ
モ
ン
ー
﹂
或
い
は
﹁
本
迹
釈
︱
ホ
ン
ジ
ヤ
ク
シ
ヤ
ク

ー
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑﹁
本
迹
﹂
と
略
す
こ
と
の
方
が
普
通
で
あ
る
︒
そ
れ
を

表
白
で
は
︑
敢
え
て
順
序
を
入
れ
替
え
た
上
に
︑
略
し
き
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
並

べ
︑
間
接
的
に
法
華
経
を
指
す
表
現
と
し
て
際
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

表
白
の
こ
の
表
現
の
ひ
ね
り
は
︑
新
鮮
味
を
も
た
ら
す
一
方
で
︑
意
味
の
明

快
さ
を
犠
牲
に
し
て
い
る
点
は
否
め
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
一
旦
そ
れ
を
口

に
上
せ
て
み
れ
ば
︑
絡
み
合
う
拗
音
と
撥
音
が
︑
実
に
耳
に
心
地
よ
く
響
く
︒

聞
か
せ
る
為
の
言
葉
の
彫
琢
で
あ
る
︒

表
白
の
︑
音
韻
優
先
の
姿
勢
は
時
に
︑
新
た
な
言
葉
の
創
出
に
も
及
ん
だ
よ
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う
で
あ
る
︒﹁
今
夏
朱
律
之
炎
天
︱
コ
ン
カ
シ
ユ
リ
ツ
ノ
エ
ン
テ
ン
ー
﹂︵
�
オ

	
行
目
︶
に
あ
る
﹁
朱
律
﹂
が
そ
れ
で
あ
る
︒﹁
去
年
玄
冬
之
寒
朝
︱
コ
ゾ
ケ

ン
ト
ウ
ノ
カ
ン
テ
ウ
ー
﹂︵
�
オ
�
行
目
︶
と
対
句
で
あ
る
か
ら
︑
玄
冬
に
対

し
て
夏
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
︑
解
釈
の
困
難
な
も
の
で
は
な

い
︒
し
か
し
︑
﹁
朱
律
﹂
な
る
語
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
よ
う
と
す
る
と
︑
辞

典
の
見
出
し
語
に
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
但
し
︑
こ
れ
は
﹁
実
相
院

本
﹂
一
本
の
筆
の
誤
り
で
は
な
い
︒﹁
天
台
全
書
﹂﹁
東
大
寺
本
﹂
共
に
︑
み
な

﹁
朱
律
﹂
で
あ
る
︒
﹁
玄
冬
﹂
の
対
の
語
な
ら
ば
︑﹁
朱
夏
﹂
や
﹁
朱
陽
﹂
が
あ

る
︒﹁
朱
夏
﹂
の
方
は
︑
直
前
に
﹁
今
夏
﹂
が
あ
る
の
で
︑
重
複
を
避
け
る
意

味
で
も
こ
れ
を
採
用
し
な
い
こ
と
は
理
解
で
き
る
︒
で
は
何
故
﹁
朱
陽
︱
シ
ユ

ヤ
ウ
ー
﹂
を
選
択
し
な
か
っ
た
の
か
︒﹁
玄
冬
︱
ケ
ン
ト
ウ
ー
﹂
と
並
べ
る
に

も
︑
特
に
不
足
の
あ
る
語
で
は
な
い
︒

そ
の
前
に
﹁
律
﹂
の
字
に
︑
夏
に
通
じ
る
も
の
を
求
め
る
と
︑﹁
笛
の
音
で

定
め
た
音
階
﹂
の
う
ち
﹁
陰
に
属
す
る
六
律
を
六
呂
﹂
と
呼
ぶ
の
に
対
し
︑

﹁
陽
に
属
す
る
六
律
を
六
律
﹂
と
呼
び
﹁
陽
の
音
調
﹂
を
い
う
︑
と
の
字
義
が

挙
げ
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
﹁
律
﹂
は
陽
の
音
調
・
六
律
と
の
縁
で
﹁
陽
﹂
の
代
わ

り
に
﹁
朱
﹂
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
夏
を
表
現
し
た
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
︒

翻
っ
て
﹁
ケ
ン
ト
ウ
ノ
カ
ン
テ
ウ
﹂
の
音
韻
を
見
れ
ば
︑
ケ
︵
軟
口
蓋
音
︶︑

カ
︵
軟
口
蓋
音
︶
︑
チ
︵
破
擦
音
︶
の
硬
質
な
響
き
に
呼
応
さ
せ
る
た
め
に
は
︑

﹁
シ
ユ
ヤ
ウ
ノ
エ
ン
テ
ン
﹂
で
は
軟
弱
に
過
ぎ
る
︒
硬
口
蓋
音
の
﹁
リ
﹂
を
含

む
﹁
律
﹂
の
語
勢
の
強
さ
が
あ
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
の
で
あ
る
︒

願
文
も
︑
既
存
の
願
文
と
は
異
な
る
表
現
を
模
索
す
る
気
概
の
熾
ん
な
も
の

で
あ
る
︒
し
か
し
︑
公
家
・
貴
顕
を
第
一
人
称
と
す
る
以
上
︑
作
者
の
独
創
性

は
制
限
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
︒

こ
の
﹁
高
倉
天
皇
奉
為
前
建
春
門
院
被
修
法
華
八
講
御
願
文
﹂
の

︶
内
帰

72

十
妙
以
与
朕
善
者
也
︒
の
﹁
帰
十
妙
﹂
は
︑
草
稿
の
段
階
で
は
﹁
究
三
妙
﹂
と

な
っ
て
い
た
︒
だ
が
︑
こ
れ
を
見
た
高
倉
天
皇
は
﹁
尤
も
後
代
に
耻
あ
﹂
り
︑

と
し
て
即
日
﹁
帰
十
妙
﹂
に
改
め
さ
せ
た
と
い
う⑦
︒
今
辞
書
に
あ
た
れ
ば
︑
十

妙
と
は
︑
中
国
天
台
宗
の
智
顗
が
﹃
法
華
玄
義
﹄
の
中
で
説
い
た
︑
妙
の
字
に

備
わ
る
十
種
の
不
思
議
な
す
ぐ
れ
た
点
の
こ
と
を
言
う
と
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑

三
妙
と
い
う
語
は
無
い
︒
作
者
の
意
図
と
し
て
は
︑
前
の
句
の

︶
外
扶
万
機

71

以
楡
臣
忠
︒
の
﹁
バ
ン
キ
﹂
に
﹁
サ
ン
メ
ウ
﹂
の
撥
音
を
響
き
合
わ
せ
︑﹁
扶

︱
タ
ス
ク
ー
﹂
と
﹁
究
︱
キ
ハ
ム
ー
﹂
を
呼
応
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑

高
倉
天
皇
の
仏
教
の
知
識
が
︑
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

か
た
や
表
白
は
︑
権
威
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
︑
新
た
な
表
現
を
求
め

る
自
由
度
が
高
か
っ
た
︒
音
韻
を
追
求
し
︑
こ
れ
ま
で
に
無
い
言
葉
を
紡
ぎ
出

す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

六
︑

次
は
︑
願
文
に
な
い
︑
表
白
に
特
有
の
章
句
を
考
察
す
る
︒
そ
れ
は
︑
経
文
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を
取
り
込
ん
だ
表
現
で
あ
る
︒
実
相
院
本
﹃
拾
珠
抄
﹄
の
﹁
高
倉
院
御
筆
御
八

講

初
座
表
白
﹂
の
章
句
を
︑﹁
高
倉
天
皇
奉
為
前
建
春
門
院
被
修
法
華
八
講

御
願
文
﹂
の
そ
れ
と
重
ね
て
み
る
と
︑
語
彙
も
文
意
も
共
通
し
な
い
箇
所
が
あ

る
︒そ

れ
が
︑
経
文
を
表
現
に
用
い
た
箇
所
で
あ
る
︒

①

若
自
書
若
教
人
書
所
得
功
徳
／
以
仏
智
籌
量
多
少
不
得
其
／
辺
︵
�
オ


行
目
～
�
行
目
︶

②

唯
仏
与
仏
乃
能
究
尽
諸
法
実
相
︵
�
ウ
�
行
目
︶

③

於
光
中
五
道
衆
生
一
切
色
相
皆
中
現
︵
	
オ
�
行
目
～
�
行
目
︶

こ
れ
ら
は
︑﹁
経
文
ニ
﹂
や
﹁
雙
観
経
文
ニ
﹂
と
︑
出
所
を
明
示
す
る
場
合
も

あ
れ
ば
︑
唐
突
に
経
文
の
一
句
が
現
れ
る
場
合
も
あ
る
︒
興
味
深
い
の
は
︑
こ

れ
ら
の
章
句
に
返
り
点
が
付
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
︒
他
の
章
句
に
は
︑
例

え
ば
︑﹁
花
文
薫
句
﹂︵
�
ウ

行
目
︶
は
︑﹁
ケ
モ
ン
ク
ン
ク
﹂
と
音
で
読
み

10

た
い
成
句
で
あ
っ
て
も
︑﹁
句
﹂
の
下
に
﹁
一
﹂︑
と
返
り
点
が
付
し
て
あ
り
︑

殊
更
に
和
語
に
砕
い
た
読
み
を
強
要
す
る
箇
所
が
あ
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
︒

こ
の
三
箇
所
の
経
文
の
抜
粋
部
分
に
つ
い
て
は
︑
訓
み
下
し
を
指
示
す
る
記
号

が
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
経
文
の
摘
句
は
︑
和
語
に
開
か
れ
る
こ

と
な
く
︑
純
粋
に
経
文
と
し
て
読
み
上
げ
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒

こ
の
理
由
と
し
て
は
︑
有
り
難
い
経
文
の
章
句
を
音
声
も
ろ
と
も
に
尊
重
す

る
姿
勢
も
あ
ろ
う
が
︑
こ
れ
も
︑
聴
覚
へ
の
効
果
を
狙
っ
た
も
の
の
一
つ
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒
僧
侶
の
声
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
経
文
は
︑
ま
こ
と
に
貴
く
聞

こ
え
た
で
あ
ろ
う
し
︑
経
文
を
読
み
上
げ
る
僧
侶
の
声
そ
の
も
の
も
︑
本
領
を

発
揮
し
て
よ
り
高
く
響
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
経
文
は
元
来
︑
外
国
語
で
あ
る
︒

外
国
語
は
︑
意
味
が
判
ら
な
い
だ
け
に
︑
ま
ず
韻
律
や
調
子
が
強
く
感
覚
を
刺

激
す
る
︒
講
師
を
務
め
る
僧
侶
が
︑
そ
の
自
慢
の
喉
を
披
露
す
る
箇
所
で
は
な

か
っ
た
か
︒
現
代
の
日
本
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
歌
詞
の
サ
ビ
の
部
分
な
ど
に
︑

英
語
の
フ
レ
ー
ズ
が
挟
み
込
ま
れ
る
の
と
共
通
す
る
現
象
で
あ
る
︒

七
︑

表
白
が
︑
聴
衆
の
心
を
引
き
つ
け
る
た
め
に
音
韻
に
工
夫
を
凝
ら
し
︑
冒
険

と
も
い
え
る
表
現
の
模
索
に
熱
心
で
あ
っ
た
所
は
既
に
見
て
来
た
通
り
で
あ
る
︒

だ
が
︑
音
韻
や
新
趣
に
富
ん
だ
表
現
ば
か
り
が
︑
表
白
の
特
徴
で
は
な
い
だ

ろ
う
︒
儒
者
の
手
に
成
る
﹁
願
文
﹂
と
の
大
き
な
違
い
は
︑
仏
教
と
そ
の
教
学

的
知
識
の
深
度
の
差
が
も
た
ら
す
表
現
の
差
異
で
あ
る
︒
一
見
︑
意
味
不
明
で

経
典
に
は
登
場
し
な
い
文
句
が
︑
経
疏
類
由
来
の
成
句
で
あ
っ
た
事
例
は
少
な

く
な
い
︒
ま
た
︑
字
面
を
追
っ
た
だ
け
で
は
そ
れ
と
は
見
え
な
い
章
句
も
︑
経

疏
類
を
参
照
す
る
こ
と
で
︑
対
句
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
る
場
合
が
あ
る
︒

成
句
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
︑﹁
三
変
土
田
﹂︵
�
オ
�
行
目
︶
が
顕
著
な
例
だ

ろ
う
︒
こ
れ
は
﹃
定
宗
論
﹄
六
に
い
わ
く
︑﹁
未
変
之
前
是
同
居
穢
土
︒
三
変

土
田
即
同
居
浄
土
﹂
と
あ
る
の
に
拠
る
︒﹃
法
華
経
﹄﹁
宝
塔
品
﹂
に
説
く
︑
釈
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迦
仏
が
多
宝
塔
供
養
に
十
方
諸
仏
の
分
身
を
集
め
る
た
め
︑
こ
の
娑
婆
の
穢
れ

た
姿
を
三
度
︑
清
浄
な
国
土
に
変
え
た
奇
瑞
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
︒
当
然

の
こ
と
な
が
ら
︑
こ
の
成
句
は
﹃
法
華
経
﹄
本
文
に
は
存
在
し
な
い
︒
法
華
経

を
解
釈
す
る
経
疏
類
に
至
っ
て
︑
登
場
す
る
言
葉
な
の
で
あ
る
︒

経
疏
類
に
よ
っ
て
知
れ
る
教
義
を
踏
ま
え
て
は
じ
め
て
︑
解
釈
で
き
る
も
の

の
例
の
一
つ
が
﹁
十
四
十
五
之
月
輪
並
光
﹂
と
い
う
章
句
で
あ
ろ
う
︒
月
輪
に

譬
え
ら
れ
る
の
は
︑
供
養
さ
れ
る
釈
迦
三
尊
像
で
あ
る
︒
永
範
の
願
文
に
よ
れ

ば
︑
そ
れ
は
︑
普
賢
菩
薩
と
文
殊
菩
薩
を
脇
侍
と
す
る
白
檀
づ
く
り
の
仏
像
で

あ
っ
た
と
い
う
︒
こ
れ
が
︑
彩
色
を
施
さ
な
い
白
木
造
り
で
あ
っ
た
も
の
と
す

れ
ば
︑
白
々
と
し
た
木
肌
の
様
を
月
に
譬
え
た
表
現
と
し
て
一
応
の
解
釈
は
付

く
︒
た
だ
︑
こ
れ
は
先
の
五
で
も
取
り
上
げ
た
﹁
仏
則
等
覚
妙
覚
三
尊
﹂
に
次

ぐ
章
句
で
あ
っ
て
︑
表
面
上
は
さ
ほ
ど
巧
み
な
対
句
と
は
思
え
な
い
︒
近
似
し

た
語
句
を
用
い
た
願
文
の
対
句
が
﹁
戒
急
乗
急
之
善
兼
該
﹂﹁
等
覚
妙
覚
之
位

豈
疑
﹂
と
い
う
︑
厳
格
で
端
正
な
そ
れ
で
あ
る
の
と
比
較
す
る
と
︑
や
や
見
劣

り
が
す
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
法
華
経
の
代
表
的
な
注
釈
書
で
あ
る
﹃
摩
訶
止
観
﹄
を
繙
く
と
︑

﹁
相
似
即
の
是
の
菩
提
は
︑︵
略
︶︑
乃
至
︑
等
覚
は
︑
無
明
微
弱
に
し
て
智
恵

う
た
た
著
わ
る
︒
初
日
よ
り
十
四
日
に
い
た
っ
て
︑
月
の
光
円
か
な
る
に
な
ん

な
ん
と
し
︑
闇
尽
く
る
に
な
ん
な
ん
と
す
る
が
ご
と
し
︒︵
略
︶
究
竟
即
の
菩

提
と
は
︑
等
覚
ひ
と
た
び
転
じ
て
妙
覚
に
入
り
智
光
円
満
に
し
て
ま
た
増
す
べ

か
ら
ざ
る
を
︑
菩
提
の
果
と
名
づ
く⑧
﹂
と
い
う
︑
さ
と
り
の
進
化
を
月
の
満
ち

行
く
様
に
見
立
て
た
段
に
出
会
う
︒

つ
ま
り
︑﹃
摩
訶
止
観
﹄
に
よ
る
法
華
経
の
解
釈
を
念
頭
に
置
い
て
読
め
ば
︑

﹁
等
覚
妙
覚
三
尊
﹂
と
﹁
十
四
十
五
之
月
輪
﹂
は
︑
そ
れ
を
軸
に
各
々
等
価
の

質
量
を
具
え
た
対
句
な
の
で
あ
る
︒
澄
憲
の
所
謂
﹃
注
進
状
﹄
に
語
ら
れ
て
い

る
﹁
夫
説
法
道
者
雖
往
誓
古
賢
多
是
当
座
巧
弁
也
﹂
で
︑
説
法
を
行
う
も
の
を

古
賢
と
称
す
る
の
は
︑
た
だ
先
人
へ
の
敬
意
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
︒
教
義
に

精
通
し
︑
膨
大
な
経
疏
類
の
文
言
を
体
得
し
て
は
じ
め
て
著
わ
せ
る
美
文
︑
そ

れ
が
表
白
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

八
︑

表
白
文
は
︑
時
へ
の
配
慮
︑
場
へ
の
配
慮
︑
音
韻
へ
の
配
慮
︑
聴
衆
を
飽
き

さ
せ
な
い
幅
広
い
表
現
と
︑
様
々
な
彫
琢
を
施
し
た
美
辞
麗
句
の
下
に
は
︑
仏

教
の
教
学
的
知
識
が
水
脈
と
な
っ
て
流
れ
て
い
る
︒
澄
憲
の
﹃
注
進
状
﹄
で
︑

﹁
不
及
後
日
之
記
録
︒
後
代
不
聞
之
妙
詞
︒
末
世
不
知
麗
句
︒﹂
と
︑
失
わ
れ
た

先
賢
の
表
白
を
惜
し
む
の
は
︑
彼
ら
が
そ
れ
を
著
述
す
る
の
に
費
や
す
労
力
と
︑

そ
れ
ゆ
え
の
質
の
高
さ
を
強
く
自
負
し
て
い
た
裏
返
し
で
あ
る
︒
残
念
な
が
ら

筆
者
に
は
︑
仏
教
に
対
す
る
知
識
が
乏
し
く
︑
唱
導
家
の
渾
身
の
作
品
を
全
て

解
釈
す
る
力
量
は
無
い
︒
然
し
な
が
ら
︑
縁
あ
っ
て
知
り
得
た
こ
と
の
一
端
を

紹
介
す
る
こ
と
で
︑
博
雅
の
教
授
を
賜
る
事
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

｢
高
倉
院
御
筆
御
八
講
初
座
表
白
﹂
の
特
徴

九



ま
た
︑
二
で
触
れ
た
︑
御
筆
御
八
講
の
会
場
の
選
定
が
迷
走
し
た
政
治
的
背

景
や
︑
三
井
寺
系
の
﹁
実
相
院
本
﹃
拾
珠
抄
﹄﹂
の
巻
頭
に
安
居
院
流
の
﹁
高

倉
院
御
筆
御
八
講
﹂
に
か
か
る
表
白
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
か
︑
と
い
っ
た
問

題
に
つ
い
て
も
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
他
日
を
期
し
た
い
︒

注①

﹃
平
安
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
表
白
・
願
文
の
文
体
の
研
究
﹄
汲
古
書
院
︵
平
成
十

八
年
一
月
三
十
一
日
発
行
︶

②

同
注
①
論
文

③

山
崎
誠
﹁
三
井
寺
流
唱
導
遺
響

｢
拾
珠
抄
﹂
を
遶
っ
て
﹂
国
文
学
研
究
資
料
館

紀
要

第
十
六
号
︵
平
成
二
年
三
月
二
十
五
日
発
行
︶

④

工
藤
美
和
子
﹃
平
安
期
の
願
文
と
仏
教
的
世
界
観
﹄
思
文
閣
出
版
︵
平
成
二
〇
年

三
月
二
〇
日
発
行
︶

⑤

一
つ
は
︑
菅
原
為
長
作
﹁
為
猶
子
某
祈
冥
福
諷
誦
文
﹂
︵
嘉
禎
三
年
三
月
廿
一
日
︑

﹃
本
朝
文
集
﹄
︶
願
文
作
者
が
自
分
の
養
女
を
供
養
し
た
も
の
で
︑
﹁
此
者
栢
城
賎
妾

之
懇
緒
也
︒
亜
韋
提
希
而
表
丹
誠
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
身
内
の
願
文
を
も
の
し
た
が

故
の
過
度
に
卑
下
し
た
表
現
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
︒

も
う
一
つ
は
︑
藤
原
兼
良
作
﹁
為
先
妣
少
林
寺
殿
修
冥
福
願
文
﹇
代
法
印
尋
尊
﹈﹂

︵
文
明
六
年
二
月
廿
八
日
︑
﹃
本
朝
文
集
﹄
︶
こ
れ
は
︑
願
主
が
僧
で
︑﹁
夫
以
闍
王
造

五
逆
︑
猶
因
韋
提
希
子
﹂
と
︑
母
を
供
養
す
る
我
が
身
を
﹁
闍
王
﹂
つ
ま
り
安
闍
世

王
に
準
え
︑
﹁
韋
提
希
子
﹂
と
謙
遜
し
た
も
の
で
︑
正
確
に
は
追
善
対
象
を
称
し
た

も
の
で
は
な
い
︒

⑥

﹃
玉
葉
﹄
安
元
三
年
七
月
五
日
条
﹁
⁝
先
授
御
願
文
於
講
師
︑
次
授
呪
願
於
呪
願

師
︑﹇
呪
願
在
下
座
也
︑
﹈
復
座
︑
次
講
師
啓
白
訖
︑
読
御
願
文
︑
⁝
﹂

⑦

﹃
玉
葉
﹄
安
元
三
年
七
月
一
日
条

⑧

関
口
真
大
校
注
﹃
摩
訶
止
観
﹄
岩
波
文
庫
︵
第
一
章

止
観
の
大
意

ハ
︑
六
即

に
つ
い
て
︶
よ
り

付
記本

稿
は
︑﹃
日
本
古
典
文
学
研
究
﹄︵
廣
田
收
編

二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
三
日
発

行
︶
に
お
い
て
発
表
し
た
︑﹁﹃
拾
珠
抄
﹄﹁
高
倉
院
御
筆
御
八
講

初
座
表
白
﹂
と

﹃
本
朝
文
集
﹄﹁
高
倉
天
皇
奉
為
前
建
春
門
院
被
修
法
華
八
講
御
願
文
﹂
と
の
比
較
﹂
を

基
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

｢
高
倉
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御
筆
御
八
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初
座
表
白
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