
二
日
付
け
の
、
「
ひ
た
ち

　

人
々
の
御
中

へ
」
あ
て
た
書
簡
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
前
者
は

ひ
た
ち
の
人
々
の
御
中

へ
、
こ
の
ふ
み
を
み
せ
さ
せ
給

へ
。
す
こ
し
も
か
は
ら
ず

候
。
こ
の
ふ
み
に
す
ぐ
べ
か
ら
ず
候

へ
ば
、
こ
の
ふ
み
を
、
く
に
の
人
々
、
お
な

じ
こ
ろゝ
に候
は
んず
ら
ん。
あ
な
か
し
こく
。

十

一
月
十

一
日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(花
押
)

(
1
)

い
ま

ご
ぜ
ん

の
は

ヽ
に

と
記
さ
れ
た
書
簡
で
あ
り
、
後
者
は
、

こ
の
い
ま
ご
ぜ
ん
の
は

ゝ
の
、
た
の
む
か
た
も
な
く
、
所
ら
う
を
も
ち
て
候
は
ヾ

こ
そ
、
ゆ
づ
り
も
し
候
は
め
、
せ
ん
し
に
候
な
ば
、
く
に
の
人
々
い
と
を
し
う
せ

さ
せ
た
ま
ふ
べ
く
候
。
こ
の
ふ
み
を
か
く
、
ひ
た
ち
の
人
々
を
、
た
の
み
ま
い
ら

せ
て
候

へ
ば
、
申
を
き
て
、
あ
は
れ
み
あ
は
せ
た
ま
ふ
べ
く
候
。
こ
の
ふ
み
を
ご

ら
ん
あ
る
へ
く
候
、
こ
の
そ
く
し
や
う
ば
う
も
、
す
ぐ
へ
き
や
う
も
な
き
も
の
に

武

　

田

　

賢

　

壽

覚
如
上
人
の
本
願
寺
開
創
と
蓮
如
上
人
の

本
願
寺
再
興
に
つ
い
て
の
一
考
察

蓮
如
上
人

(以
下
蓮
師
)
の
五
百
回
忌
を
平
成
十
年
に
迎
え
る
に
当
り
、
本
研
究

所
に
お
い
て
は
、
こ
の

(平
成
三
年
)
四
月
よ
り
蓮
師
研
究
に
着
手
し
、
蓮
師
研
究

の
分
科
会
を
発
足
せ
し
め
る
と
共
に
、
研
究
所
内
に
お
け
る
、
毎
月

一
回
の
研
究
会
、

お
よ
び
、
年
数
回
の
公
開
講
座
に
つ
い
て
も
出
来
得
る
限
り
蓮
師
に
関
聯
す
る
テ
ー

マ
の
発
表
を
行
な
う
こ
と
を
申
し
合
せ
た
次
第
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
小
生
の
蓮
師

研
究
は
全
く
未
熟
な
も
の
で
あ
る
が
、
上
述
の
よ
う
な
研
究
所
の
実
状
に
鑑
み
、
敢

て
蓮
師
に
関
す
る
論
文
を
草
す
る
こ
と
に
決
意
し
た
次
第
で
あ
る
。

さ
て
、
親
鸞
聖
人

(以
下
宗
祖
)
の
入
滅
直
前
の
心
情
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
、

十

一
月
十

一
日
付
け
の
、
「
い
ま
ご
ぜ
ん
の
は

ゝ
に
」
あ
て
た
書
簡
と
、
十

一
月
十

覚
如
上
人
の
本
願
寺
開
創
と
蓮
如
上
人
の
本
願
寺
再
興
に
つ
い
て
の
一
考
察

親
鸞
聖
人
入
滅
当
時
の
真
宗
教
団
と

覚
如
上
人
の
本
願
寺
開
創

-



二

思
う
に
、
覚
如
上
人
の

「伝
絵
」
に
よ
れ
ば
、
宗
祖
は
弘
長
二
年

(
一
二
六
二
)

十

一
月
二
十
八
日
に
、
御
舎
弟
尋
有
僧
都
の
坊
舎
で
あ
っ
た
善
法
坊
に
お
い
て
入
滅

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
枕
辺
に
は
尋
有
僧
都
お
よ
び
、
宗
祖
の
御
世
話

を
し
て
お
ら
れ
た
息
女
覚
信
尼
の
外
に
、
越
後
か
ら
老
母
恵
信
尼
に
代
っ
て
上
洛
せ

ら
れ
た
四
男
の
益
方
入
道

(「恵
信
尼
消
息
」
)
と
、
門
弟
の
代
表
と
し
て
下
野
高
田

の
顕
智
と
遠
江
池
田
の
専
信

(高
田
本

「教
行
信
証
」
)
が
集
ま
り
侍

っ
て
い
た
と

伝
え
ら
れ
、
翌
二
十
九
日
に
は
こ
れ
等
の
人
々
に
よ
っ
て
、
束
山
鳥
辺
野
の
南
辺
、

延
仁
寺
に
お
い
て
葬
儀
が
営
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
三
十
日
に
荼
毘
に
付
せ

ら
れ
、
遺
骨
を
拾
っ
て
、
鳥
部
野
の
北
大
谷
の
地
に
埋
葬
し
、
六
角
形
の
笠
塔
婆
が

立
て
ら
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
質
素
な
葬
儀
か
ら
推
量

し
て
、
先
述
の
二
通
の
書
簡
は
宗
祖
の
入
滅
直
前
の
心
情
を
最
も
よ
く
伝
え
る
も
の

と

い
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。

而
し
て
、
覚
如
上
人
の

「伝
絵
」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
十
年
を
経
た
文
永
九
年

こ

二
七
二
‘
に
覚
信
尼
の
第
二
の
夫
で
あ
る
小
野
宮
禅
念
の
好
意
と
、
宗
祖
の
高

徳
を
崇
慕
す
る
門
弟
等
の
援
助
に
よ
っ
て
、
禅
念
の
土
地
に
あ
ら
た
に
廟
堂
が
建
立

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

「伝
絵
」
に
は
、

文
永
九
年
冬
の
比
、
東
山
西
の
麓
、
鳥
部
野
の
北
、
大
谷
の
墳
墓
を
あ
ら
た
め
て
、

同
麓
よ
り
猶
西
、
吉
水
北
辺
に
、
遺
骨
を
堀
渡
て
、
仏
閣
を
た
て
影
像
を
安
ず
。

此
の時
に当
て、
聖
人
相
伝
の宗
義
いよ
く
興
じ
、
遺
訓
ま
す
ま
す
盛
な
る
こ

と
、
頗
在
世
の
昔
に
超
た
り
。
す
べ
て
門
葉
国
郡
に
充
満
し
、
末
流
処
々
に
遍
布

し
て
、
幾
千
万
と
い
う
こ
と
を
し
ら
ず
、
其
秦
教
を
重
く
し
て
彼
報
謝
を
抽
る
輩
、

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
四
号

て
候

へ
ば
、
申
お
く
べ
き
ゃ
う
も
候
は
ず
。
み
の
か
な
は
ず
わ
び
し
う
候
こ
と
は
、

た
ゞ
こ
の
こ
と
お
な
じ
こ
と
に
て
候
。
と
き
に
こ
の
そ
く
し
ゃ
う
ば
う
に
も
、
申

を
か
ず
候
。
ひ
た
ち
の
人
々
ば
か
り
ぞ
、
こ
の
も
の
ど
も
を
も
、
御
あ
は
れ
み
な

さ
れ
候
べ
か
ら
ん
。
い
と
を
し
う
人
々
あ
は
れ
み
お
ぼ
し
め
す
べ
し
。
こ
の
ふ
み

に
て人
お々
な
じ御
こ
ろゝ
に候
べし。
あ
な
か
し
こく
。

十

一
月
十
二
日

　　　　　　　　　　　　　　　　

ぜ
ん
し
ん
(花
押
)

ひ
た
ち
の
人
々
の
御
中

へ

(
2
)

奥
書

「
ひ
た
ち
の
人
々
の
御
中
へ
」

と
記
さ
れ
た
書
簡
で
あ
る
。

而
し
て
、
こ
の
書
簡
が
学
界
に
知
ら
さ
れ
た
の
は
大
正
六
年

(
一
九

一
七
)
の
こ

と
で
あ
っ
た
が
、そ
れ
以
来
こ
の
二
通
の
書
簡
に
記
さ
れ
た
、「
い
ま
ご
ぜ
ん
の
は
こ

お
よ
び

「
そ
く
し
ゃ
う
ぼ
う
」
の
二
人
の
人
物
に
つ
い
て
種
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
赤
松
俊
秀
先
生
が
そ
の
著

「鎌
倉

仏
教
の
研
究
」
お
よ
び
、
「人
物
叢
書
」
の

「親
鸞
」
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
て
お

ら
れ
る
の
で
今
は
深
く
立
ち
入
る
こ
と
を
控
え
る
が
、
赤
松
先
生
は

「
い
ま
ご
ぜ
ん

の
は
こ

は
覚
信
尼
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
「そ
く
し
ゃ
う
ぽ
う
」
は
。
「存
覚
一

期
記
」
に
見
え
る

「即
生
房
」
と
同

一
人
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
赤
松
先
生
の
論
説
は
、
宗
祖
入
滅
後
宗
祖
の
門
弟
の
援
助
に
よ
っ
て
、
女
性
で

あ
る
覚
信
尼
が
宗
祖
の
本
廟
を
護
持
せ
ら
れ
、
や
が
て
本
廟
の

「留
守
」
に
任
ぜ
ら

れ
る
に
至
ら
れ
た
事
実
に
照
し
て
極
め
て
妥
当
な
論
説
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ



(
3
)

福
素
老
少
面
々
あ
ゆ
み
を
運
で
、
年
々
廟
堂
に
詣
す
。

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
新
し
い
廟
所
に
は
遺
骨
を
埋
葬
し
て
、
そ
の
上
に
仏
閣
す
な

わ
ち
、
六
角
の
堂
宇
を
建
て
、
そ
の
堂
内
に

「影
像
」
い
わ
ゆ
る

「御
真
影
」
を
安

置
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
称
し
て

「大
谷
廟
所
」
ま
た
、
「
お
ん
ほ

か
ど
こ
ろ
」
と
呼
び
、
こ
こ
に
本
願
寺
の
基
盤
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
禅
念
は
文
永
十

一
年

(
一
二
七
四
)
四
月
二
十
七
日
付
の
譲
状
に
よ
っ

て
自
か
ら
の
土
地
を
覚
信
尼
に
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
土
地
を
譲
ら
れ

た
覚
信
尼
は
そ
れ
か
ら
三
年
後
の
建
治
三
年

(
一
二
七
七
)
に
、
さ
ら
に
そ
の
土
地

(
4
)

を
、
「
し
ん
ら
ん
上
人
の
ゐ
中
の
御
で
し
た
ち
の
御
な
か
へ
」
と
宛
名
し
た
寄
進
状

を
し
た
た
め
て
、
廟
堂
と
併
せ
て
そ
の
土
地
を
も
個
人
の
所
有
で
は
な
く
、
門
弟
の

共
有
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
か
ら
は
門
弟
た
ち
に
代

っ
て
廟
堂
守
護

の
任
に
就
か
れ
る
と
共
に
、
そ
の
I
代
の
あ
と
、
子
孫
の
者
が
門
弟
の
承
認
の
も
と

に
廟
堂
の

「
る
す
」
番
役
に
当
た
る
こ
と
を
門
弟
に
告
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
後
に

「留
守
職
」
と
称
せ
ら
れ
、
覚
信
尼
を
初
代
と
し
て
そ
の
子
孫
が
継
承
す
る

こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
覚
信
尼
に
は
前
夫
日
野
広
綱
と
の
間
に
長
子
覚
恵
が
あ
り
、
ま

た
、
小
野
宮
禅
念
と
の
間
に
次
子
唯
善
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
覚
信
尼
は
二
代
留

(
5
)

守
職
を
長
子
覚
恵
に
譲
る
旨
の
最
後
の
文
を
し
た
た
め
て
没
せ
ら
れ
た
の
で
、
次
子

唯
善
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
覚
恵
師
を
大
谷
よ
り
追
い
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
唯
善
騒
動
に
他
な
ら
な
い
。
当
時
病
臥
中
で
あ
っ
た
覚
恵
師
は

止
む
な
く
大
谷
の
地
を
逃
れ
て
、
二
条
朱
雀
の
衣
服
寺
の
近
在
に
住
し
て
お
ら
れ
た

覚
如
上
人
の
本
願
寺
開
創
と
蓮
如
上
人
の
本
願
寺
再
興
に
つ
い
て
の
一
考
察

覚
如
上
人
の
妻
播
磨
局
の
父
教
仏
の
宅
に
移
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
(「
一
期
記
」
)

翌
徳
治
二
年

(
一
三
〇
七
)
四
月
十
二
日
没
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
覚
恵
師
は
す
で
に
正
安
四
年

(
一
三
〇
二
)
五
月
廿
二
日
付
け
の
書
状
。

(
6
)

「
国
々
の
御
同
行
の
御
中

へ
」
を
諸
国
の
門
弟
に
送
っ
て
、
自
分
の
死
後
は
御
影
堂

の
留
守
は
覚
如
に
申
付
け
る
旨
を
伝
え
て
お
ら
れ
た
の
で
、
門
弟
等
は
上
洛
し
て
覚

信
尼
の
譲
状
や
置
文
を
も
っ
て
、
検
非
違
使
庁
や
院
庁
に
上
訴
し
、
最
後
に
は
青
蓮

院
の
裁
決
に
よ
っ
て
唯
善
の
野
望
を
打
ち
く
だ
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
。
敗
れ
た
唯
善
は
、
廟
堂
を
破
壊
し
、
遺
骨
や
真
影
を
持
っ
て
関
東
に
逐
電
し
た

の
で
、
そ
の
後
を
守
る
留
守
職
と
し
て
覚
如
上
人
は
多
難
な
第

一
歩
を
踏
み
出
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
延
慶
二
年
七
月
十
九
日
付
け
の
青
蓮
院

の
下
知
状
に
よ
っ
て
事
件
も

一
応
解
決
し
た
の
で
、
当
時
、
宇
治
の
三
室
戸
に
龍
居

し
て
お
ら
れ
た
覚
如
上
人
は
門
弟
等
の
使
者
に
対
し
て
大
谷

へ
帰
り
た
い
旨
を
伝
え

ら
れ
た
処
、
門
弟
等
は
合
議
の
結
果
し
ば
ら
く
は
下
間
性
善
を
し
て
、
「留
守
」
と

す
る
こ
と
を
決
し
て
上
人
の
帰
住
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
そ
こ
で
上
人
は
屈

辱
的
と
も
思
わ
れ
る
、
「親
鸞
聖
人
御
門
弟
御
中
令
懇
望
条
々
事
」
と
題
す
る
十
二
ヶ

条
の
懇
望
状
を
門
弟
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
上
人
の
帰
住
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
思
う
に
、
唯
善
の
騒
動
に
困
惑
し
て
い
た
門
弟
等
は
、
青
蓮
院
の
裁
決
文

に
よ
っ
て
、
廟
堂
の
留
守
に
誰
を
任
命
す
る
か
は
、
「覚
信
の
子
孫
等
の
許
否
に
お

い
て
は
、
宜
し
く
門
弟
等
の
意
に
在
る
可
き
か
。」
と
い
う
撰
択
権
を
与
え
ら
れ
た

た
め
に
却

っ
て
、
事
件
に
直
接
関
係
し
て
お
ら
れ
た
覚
如
上
人
を
直
ち
に
廟
堂
の
留

守
職
に
任
ず
る
こ
と
は
、
各
方
面
に
差
し
障
わ
り
が
生
ず
る
と
考
え
て
容
易
に
こ
れ

三



一
つ
に
は
真
宗
興
行
の
徳
を
讃
じ
、
二
つ
に
は
本
願
相
応
の
徳
を
嘆
じ
、
三
つ
に

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
四
号

を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、覚
如
上
人
は
早
く
か
ら
浄
土
宗
か
ら
の
真
宗
の
独
立
を
願
っ
て
お
ら
れ
、

永
仁
二
年

(
一
二
九
四
)
上
人
二
十
五
歳
の
時
に
、
宗
祖
の
三
十
三
回
忌
に
当

っ
て
、

「報
恩
講
私
記
」
を
製
作
し
、
そ
の
製
作
の
目
的
に
つ
い
て
三
つ
の
徳
目
を
記
し
て

お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

を
買
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
し
得
る
処
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

と
は
、
そ
の
翌
年
、
永
仁
三
年
十
月
十
二
日
付
で
製
作
さ
れ
た

「親
鸞
伝
絵
」
に
つ

い
て
も
云
い
得
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
、
早
い
頃
か
ら
の
覚
如
上
人
の
思
想

・

行
動
を
憂
慮
し
て
、
門
弟
等
は
上
人
の
留
守
職
就
任
を
容
易
に
は
認
め
な
か
っ
た
と

見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
、
次
に
述
べ
る
が
如
く
、
こ
の
よ
う
な
覚
如
上
人
の
他
を
か
え
り
み
な
い
、

独
断
的
な
姿
勢
は
上
人
の
大
谷
帰
住
、
留
守
職
就
任
後
も
改
め
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、

一
面
に
お
い
て
は
本
願
寺
の
創
立
と
な
っ
た
の

で
あ
る
が
、
他
面
に
お
い
て
は
我
が
息
男
存
覚
上
人
の
義
絶
と
な
り
、
ま
た
、
門
弟

等
の
本
願
寺
離
反
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

前
項
で
述
べ
た
如
く
、
覚
如
上
人
が
最
初
に
大
谷
廟
堂
の
留
守
を
認
め
ら
れ
た
の

は
、
父
覚
恵
師
が
正
安
四
年
五
月
廿
二
日
付
で
国
々
の
門
弟
に
送
っ
た
書
状
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
上
人
三
十
三
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
唯
善
の

騒
動
が
起
り
、
ま
た
。
門
弟
等
の
反
対
も
あ
っ
て
上
人
が
実
際
に
大
谷
に
帰
住
し
て
、

留
守
職
に
就
任
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
延
慶
三
年
の
秋
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
上
人
四
十

一
歳
の
時
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
上
人
は
先
の

「懇
望
状
」
に

記
さ
れ
た
正
式
の
「留
守
職
」
と
い
う
職
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
廟
所
の
留
守
は
、
「留
守
職
」
と
い
う
職
権
を
有
す
る
に
至
っ
た
の

二

　

覚
如
上
人
と
存
覚
上
人
の
対
立

は
滅
後
利
益
の
徳
を
述
す
。
伏
し
て
乞
う
、
三
宝
、
哀
感
納
受
し
た
ま
え
。

す
な
わ
ち
、
『私
記
』
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
第

一
に
、
宗
祖
は
法
然
上
人
か
ら
浄
土

の

一
宗
を
授
け
ら
れ
、
念
仏
の

一
行
に
帰
入
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
道
緯
の
遺
誠
を
守

り
、
善
導
の
専
修
専
念
の
古
風
に
導
か
れ
て
、
他
力
真
宗
を
興
行
せ
ら
れ
た
と
述
べ

ら
れ
、
第
二
に
、
宗
祖
の
念
仏
は
、
至
心
信
楽
己
れ
を
忘
れ
て
、
速
や
か
に
無
行
不

成
の
願
海
に
帰
し
、
金
剛
の
信
心
を
発
起
し
て
自
身
の
生
因
を
定
得
せ
ら
れ
た
念
仏

で
あ
り
、
そ
の
本
願
名
号
に
よ
る
衆
生
教
化
は
、
全
く
本
願
相
応
の
徳
で
あ
り
、
仏

恩
報
謝
の
勤
め
で
あ
る
と
記
し
、
第
三
に
、
宗
祖
は
去
る
弘
長
二
年
十

一
月
二
十
八

日
に
入
滅
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
今
日
に
至
る
ま
で
宗
祖
の
御
遺
恩
を
重
く
す
る
門
葉

が
、
毎
年
を
論
ぜ
ず
、
遠
く
奥
州
を
は
じ
め
、
諸
国
よ
り
廟
堂
に
歩
み
を
運
ん
で
、

御
真
影
に
群
詣
す
る
の
は
全
く
宗
祖
の
滅
後
の
利
益
で
あ
る
。
閑
か
に
当
時
の
得
益

を
憶
う
に
、
宗
師
聖
人
は
直
也
人
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
如
来
の
応
現
で
あ
り
、
ま
た
、

曇
鸞
和
尚
の
後
身
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
こ
の
三
つ
の

徳
目
は
、
明
ら
か
に
浄
土
真
宗
の
開
宗
を
表
明
す
る
と
共
に
、
浄
土
宗
異
流
の
法
門
、

な
ら
び
に
、
南
都
北
嶺
の
法
門
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
等
の
人
々
の
反
感



を
製
作
し
、
二
十
六
歳
の
時
に
は
、
「親
鸞
伝
絵
」
を
製
作
し
て
、
そ
の
中
で

「浄

土
真
宗
」
の
開
創
を
明
示
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
大
谷
廟
所
の
寺
院
化

は
上
人
の
日
頃
か
ら
の
念
願
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
く
、
従
っ
て
、
上
人
は
廟
所

を
本
願
寺
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
祖
の
血
縁
者
に
よ
っ
て
相
続
す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
た
留
守
職
と
本
願
寺
を

一
本
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
真
宗
教
団
の
統

一
を

計
ろ
う
と
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
元
享
元
年

(
一
三
二

こ

の
「親

鸞
門
弟
等
言
上
書
」
に
は
本
願
寺
の
号
が
見
え
、
ま
た
、
こ
れ
に
添
え
て
提
出
さ
れ

た
、
本
所
妙
香
院
の
挙
状
に
も
、
「本
願
寺
親
鸞
上
人
門
弟
等
中
」
と
記
さ
れ
て
い

る
の
で
、
本
願
寺
と
い
う
寺
号
は
正
和
以
後
ま
も
な
い
こ
ろ
に
、
公
け
に
用
い
ら
れ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
覚
如
上
人
の
大
谷
廟
所
の
寺
院
化
に
よ
っ
て
、
留
守
職
は
当

時
の
僧
界
に
お
け
る
別
当
職
の
権
限
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
大
谷
の
廟
堂
に

は
、
御
真
影
と
共
に
御
本
尊
を
ま
つ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
に
、
今
ま
で
廟
所
の
守

護
発
展
に
尽
し
て
来
た
門
弟
等
は
次
第
に
本
願
寺
を
離
反
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
上
人
は
止
む
な
く
、
正
和
三
年

(
一
三

一
四
)
十
二
月
二
十
五
日
付
け

で
、
留
守
職
を
存
覚
上
人
に
譲
っ
て
、
翌
年
春
に
は
大
谷
の
廟
所
を
出
ら
れ
、

一
条

大
宮
の
窪
寺
附
近
に
借
住
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
実
質
的
権
限
は
依
然
と
し
て
自

か
ら
の
手
に
握
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

大
谷
を
出
ら
れ
た
覚
如
上
人
は
、
存
覚
上
人
を
伴
っ
て
、
三
河
お
よ
び
信
濃

へ
の

布
教
の
旅
に
出
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
元
応
二
年

(
一
三
二
〇
)
に
、
興
正
寺
の
了

源
が
覚
如
上
人
の
門
に
入
ら
れ
、
そ
の
指
導
を
存
覚
上
人
に
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

五

で
あ
る
。
「懇
望
状
」
の
第
三
、
第
四
条
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
い

　

S

S

　

X

l

一
、
御
門
弟
等
御
中
よ
り
、

縦

、
御
留
守
職
に
申
し
付
け
ら
る
と
雖
も
、
御
門

弟
の
御
意
相
背
く
に
於
て
は
、

一
日
片
時
た
り
と
雖
も
、
影
堂
敷
内
を
追
出
さ

る
る
の
時
、

二
日
の
子
細
を
申
す
べ
か
ら
ざ
る
事
。

一
、
御
門
弟
等
、

悉

く
両
御
代
の
院
宣
並
び
に
庁
裁
、
本
所
の
御
成
敗
を
賜

S

S

I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(
9
)

ら
る
る
の
上
は
、
留
守
職
た
り
と
雖
も
、

一
切
子
細
を
申
す
可
ら
ざ
る
の
事
。

か
く
し
て
留
守
職
に
就
任
さ
れ
た
覚
如
上
人
は
、
翌
年
五
月
存
覚
上
人
と
共
に
越

前
に
下
向
せ
ら
れ
、
鏡
御
影
を
た
ず
さ
え
て
大
町
如
道
の
も
と
に
二
十
日
余
も
帯
在

し
て
、
「教
行
信
証
」
を
伝
授
し
、
存
覚
上
人
を
し
て
講
談
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
秋
に
は
伊
勢
に
趣
き
、
冬
に
は
奥
州

へ
下
向
し
て
教
線
の
拡
張
に
つ
と
め

る
と
共
に
、
正
和
元
年

(
一
三

一
二
)
正
月
四
日
に
は
如
信
上
人
の
旧
跡
に
て
十
三

回
忌
を
修
し
て
、
い
わ
ゆ
る

「
三
代
伝
持
」
の
基
盤
を
か
た
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

丁
度
こ
の
頃
大
谷
に
お
い
て
は
法
智
等
の
尽
力
に
よ
っ
て
堂
舎
が
再
建
さ
れ
る
に

至
っ
た
の
で
、
そ
の
年
の
夏
ご
ろ
に
法
智
の
す
す
め
も
あ
っ
て
、
大
谷
の
堂
舎
に
、

「専
修
寺
」
の
寺
額
を
掲
げ
よ
う
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
叡
山
の
反
対
に
あ
っ

て
、
「専
修
寺
」
の
寺
額
は
法
智
が
持
ち
か
え
り
高
田
派
本
山
の
寺
額
に
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
覚
如
上
人
は
新
し
く
、
大
谷
の
廟
所
を

「本
願
寺
」
と
称
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
廟

堂
の
寺
院
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
留
守
職
の
分
を
越
え
た
行
為
で
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
前
項
で
述
べ
た
如
く
、
覚
如
上
人
は
二
十
五
歳
の
時
に
、
「報
恩
講
私
記
」

覚
如
上
人
の
本
願
寺
開
創
と
蓮
如
上
人
の
本
願
寺
再
興
に
つ
い
て
の

一
考
察



六

を
と
ら
れ
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
に
対
し
て
覚
如

上
人
の
怒
り
が

一
挙
に
爆
発
し
て
、
親
子
の
義
絶
に
ま
で
発
展
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
上
人
は
、
『改
邪
紗
』
の
第

一
条
に
、
「
一
、
今
案
の
自
義
を

も
っ
て
名
帳
と
称
し
て
祖
師
の
一
流
を
み
だ
る
事
。」
と
題
し
て
、

こ
の
ほ
か
、
い
ま
だ
き
か
ず
、
「曽
祖
師
源
空
、
祖
師
親
鸞
両
師
相
伝
の
当
教
に

お
い
て
、
名
帳
と
号
し
て
、
そ
の
人
数
を
し
る
し
て
、
も
っ
て
往
生
浄
土
の
指
南

と
し
、
仏
法
伝
持
の
支
証
と
す
。」
と
い
う
こ
と
を
ば
。
こ
れ
お
そ
ら
く
は
、
祖

師

一
流
の
魔
障
た
る
を
や
。
ゆ
め
ゆ
め
か
の
邪
義
を
も
っ
て
、
法
流
の
正
義
と
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。

と
述
べ
て
、
了
源
の
、
「名
帳
」
を
真
向
か
ら
否
定
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
上
人
が
息
男
存
覚
上
人
の
留
守
職
を
突
然
剥
奪
さ
れ
た
原
因
を
察
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
覚
如
上
人
の
本
願
寺
創
立
に
つ
い
て
、
特
に
留
意
す
べ
き
問
題
は
、
「
三

代
伝
持
」
の
法
脈
の
確
立
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
人
は
義
絶
の
こ
ろ
か
ら
真
宗
教

団
の
教
義
の
統
制
と
教
化
の
必
要
性
を
痛
感
せ
ら
れ
、
二
年
後
の
嘉
暦
元
年

(
一
三

二
六
)
に
は

「執
持
紗
」
を
著
わ
し
、
宗
祖
の
教
義
が
善
導

・
源
空
二
師
の
教
義
を

相
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
か
ら
は
宗
祖
の
教
義
の
正
統
的
伝
承
者
で
あ
る
こ
と
を

強
調
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
元
弘
元
年

(
一
三
三

一
)
に
は
、
「
口
伝
紗
」
を
著
わ
し
て
、

宗
祖
に
次
い
で
如
信
上
人
を
掲
げ
て
、
宗
祖
-
如
信
-
覚
如
上
人
と
伝
承
さ
れ
た
と

す
る
、
「三
代
伝
持
」
の
法
脈
を
確
立
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
口
伝
紗
」
の
巻

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
四
号

し
か
し
覚
如
上
人
は
そ
の
二
年
後
、
元
享
二
年
六
月
二
十
五
日
に
突
如
と
し
て
存
覚

上
人
の
留
守
職
を
剥
奪
し
義
絶
を
断
行
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
義ヽ
絶
の
理

由
に
つ
い
て
は
、
重
松
明
久
先
生
の

『覚
如
』
(吉
川
弘
文
館

「人
物
叢
書
」
)
の
中

に
詳
し
く
述
べ
て
あ
る
の
で
今
は
そ
れ
に
割
愛
し
た
い
と
思
う
が
、
先
生
は
義
絶
の

原
因
に
つ
い
て
、
剛
法
義
説
、
悶
感
情
説
、
倒
留
守
職
問
題
説
、
㈲
間
諜
説
の
四
説

を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
仏
光
寺
の
所
伝
に
よ
れ
ば
、
了
源
は
、
覚
如
上
人
が
、
「親
鸞
伝
絵
」

を
草
さ
れ
た
、
永
仁
三
年

(
一
二
九
五
)
五
月
に
、
仏
光
寺
派
第
四
世
了
海
の
第
二

子
と
し
て
生
れ
、
正
和
五
年

(
一
三
ヱ
(
)
一
一月
に
仏
光
寺
代
七
世
の
門
主
と
な
り
、

元
応
二
年

(
一
三
二
〇
)
覚
如
上
人
の
門
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
仏
光
寺
派

に
お
い
て
は
、
他
力
念
仏
相
承
の
先
徳
た
る
知
識

(坊
主
)
は
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願

他
力
が
あ
ら
わ
れ
た
姿
で
あ
り
、
来
迎
の
阿
弥
陀
如
来
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
教

義
の
元
に
、
先
徳
の
知
識
た
る
坊
主
に
よ
っ
て
教
化
せ
ら
る
門
徒
は
、
そ
の
坊
主
の

所
持
す
る

「名
帳
」
に
名
を
記
帳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土

へ
の
往
生
が
決
定
せ
し

め
ら
れ
る
と
説
い
て
門
徒
の
獲
得
に
励
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「名
帳
」
に
よ
る
布
教
は
明
ら
か
に

「信
心
正
因
」
の
宗
祖
の
正
義

に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
覚
如
上
人
は
了
源
に
そ
の
異
端
を
正
さ
し
め
る
た
め
に
、

存
覚
上
人
を
指
導
役
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
父
上
人
の
他
宗
他
派
を
は
ば
か
ら
な
い
、
独
断
的
と
も
い
う
べ
き
親
鸞

主
義
の
強
調
、
強
行
に
よ
っ
て
多
く
の
門
弟
等
が
宗
祖
の
廟
所
を
去
っ
て
行
っ
た
現

実
を
凝
視
さ
れ
て
い
た
存
覚
上
人
は
、
了
源
に
対
し
て
も
真
向
か
ら
対
決
す
る
姿
勢



末
の
識
語
に
よ
れ
ば
、

元
弘
第

一
之
暦
辛
未
仲
冬
下
旬
之
候
、
相
二
当
祖
師
聖
人
本
願
寺
親
鸞
報
恩
謝
徳

之
七
日
七
夜
勤
行
中
一
、
談
二
話
先
師
上
人
釈
如
信
面
授
口
決
之
専
心
専
修
別
発

願
一
之
次
、
所
レ
奉
二
伝
持

一
之
祖
師
聖
人
之
御
己
証
、
所
レ
奉
二
相
承

一
之
他
力

真
宗
之
肝
要
、
以
二
予
口
筆

一令
レ
記
レ
之
。
是
往
生
浄
土
之
券
契
、
濁
世
末
代
之

目
足
也
。
…
…

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
覚
如
上
人
は
、
「慕
帰
絵
詞
」
に
よ
れ
ば
弘
安
十
年

(
一
二
八
七
)
十

一
月
十
九
日
に
、
如
信
上
人
よ
り
他
力
摂
生
の
信
心
を
口
伝
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
そ
の
時
上
人
は
十
八
歳
、
如
信
上
人
は
五
十
三
歳
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
正
応
三
年

(
一
二
九
〇
)
上
人
二
十

一
歳
の
時
に
、
父
覚
恵
師
と
共
に
関

東
の
聖
蹟
巡
拝
の
際
に
、
如
信
上
人
お
よ
び
、
善
鸞
に
お
会
い
に
な
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
人
の

「
三
代
伝
持
」
の
法
脈
の
確
立
は
極
め
て
重
要
な

意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ

と
は
善
鸞
の
問
題
で
苦
労
し
た
関
東
の
門
弟
等
に
と
っ
て
は
、
そ
の
ま
ま
素
な
お
に

受
け
容
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
く
、
こ
こ
に
も
門
弟
等
が
本
願

寺
を
離
れ
て
い
っ
た

一
つ
の
原
因
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
前
述
し
た
よ
う
な
覚
如
上
人
の
動
向
に
対
し
て
、
義
絶
後
の
存
覚
上
人
は

そ
の
ま
ま
了
源
の
元
に
と
ど
ま
っ
て
。
了
源
の
乞
い
に
よ
っ
て
、
「諸
神
本
懐
集
」
「持

名
紗
」
「浄
土
真
要
紗
」
「破
邪
顕
正
抄
」
「女
人
往
生
聞
書
」
等
を
著
わ
し
て
、
自

身
の
思
想
的
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、

一
方
に
お
い
て
は
、
興
正
寺
の
彼
岸

覚
如
上
人
の
本
願
寺
開
創
と
蓮
如
上
人
の
本
願
寺
再
興
に
つ
い
て
の
一
考
察

法
要
を
つ
と
め
た
り
、
興
正
寺
を

「仏
光
寺
」
と
改
名
す
る
等
、
了
源
と
行
動
を
共

に
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
存
覚
上
人
の
思
想
的
立
場
は
諸
先
生
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
如
く
。
覚

如
上
人
の
親
鸞
主
義
に
対
し
て
、
真
宗
学
を

一
般
仏
教
の
上
に
位
置
づ
け
ま
た
、
浄

土
教
学
の
上
に
価
値
づ
け
、
以
て
、
当
時
の
仏
教
界
、
お
よ
び
、
真
宗
教
団
の
反
目

に
答
え
ん
と
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
も
よ
く
、
そ
れ
は
決
し
て
宗
祖
の
教
学
に
反

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
、
蓮
如
上
人
は
こ
の
両
師
の
著
作
に
導
か
れ
て
、
衰
退
の
極
限
に
達
し
て

い
た
本
願
寺
の
復
興
に
精
進
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

前
項
で
述
べ
た
が
如
く
、
存
覚
上
人
を
義
絶
さ
れ
た
覚
如
上
人
は
、
そ
の
後
種
々

な
問
題
も
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
暦
応
元
年

(
一
三
三
八
)
九
月
に
、
爪
生
津
愚
咄

の
斡
旋
に
よ
っ
て
、

一
応
、
存
覚
上
人
の
義
絶
を
解
か
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

三
年
後
の
、
康
永
元
年
に
は
再
び
上
人
を
義
絶
せ
ら
れ
、
終
い
に
本
願
寺
の
門
首
に

す
る
こ
と
を
自
か
ら
禁
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
本
願
寺
は
第
四

代
善
如
、
第
五
代
緯
如
、
第
六
代
巧
如
、
第
七
代
存
如
と
う
け
っ
が
れ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
つ
ま
づ
か
れ
た
覚
如
上
人
の
生
活
は
窮
乏
の
極
に
達
し
、

延
慶
三
年

(
二
二
〇
)
の
歳
の
暮
な
ど
は
、
安
積
の
法
智
か
ら
送
ら
れ
た
わ
ず
か

五
〇
〇
疋
の
灯
明
料
で
、
覚
如
、
そ
の
妻
、
お
よ
び
そ
の
子
存
覚
、
従
覚
の
一
家
四

七

三
、
蓮
如
上
人
の
本
願
寺
再
興
の
意
義



八

求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
願
寺
教
団
の
思
想
教
学
の
正
統
性
を
顕
彰
し
て
行
か
れ
た

と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
り
、
従

っ
て
、
蓮
師
に
お
い
て
は
、
本
願
寺
教
団
の
再
興

と
、
広
く
、
「聖
人
御

一
流
の
再
興
」
と
は
、
全
く
表
裏

一
体
を
な
す
も
の
で
あ
っ

た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
蓮
師
が
書
写
さ
れ
た
宗
祖
、
な
ら
び
に
、
覚
如
、
存
覚
両
師
の
典

籍
に
よ
っ
て

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
「講
座

　

親
鸞
の
思
想
」
㈲

「蓮
如
」
に
載
せ
ら

れ
た
、
大
原
性
実
先
生
の
表
に
よ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
四
号

人
が
か
ろ
う
じ
て
年
を
越
さ
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
益
々
衰
退
の

道
を
た
ど
っ
た
本
願
寺
は
、
そ
の
阿
弥
陀
堂
は
僅
か
に
三
間
四
面
で
あ
っ
’た
の
で
あ

る
。
「
一
期
記
」
に
は
、

存
如
上
人
の
御
時
は
御
不
弁
に
て
、
本
堂
の
阿
弥
陀
堂
は
た
だ
三
間
四
面
、
御
影

堂
は
五
間
四
面
に
て
そ
侍
り
け
る
。
遠
国
よ
り
上
洛
の
人
も
ま
れ
な
り
け
れ
ば
、

出
入
の
人
々
も
お
ほ
か
ら
ず
、
寺
内
、
寺
外
と
て
も
ひ
ろ
か
ら
ざ
り
け
り
。

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
蓮
師
は
応
永
二
十
二
年

(
一
四

一
五
)
二
月
二
十
五
日
に
存
如
上
人
の
長

男
と
し
て
誕
生
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
。
そ
の
母
は
そ
の
召
使
い
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
、
蓮
師
六
歳
の
時
に
い
づ
こ
と
も
な
く
身
を
か
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「遺
徳
記
」

に
よ
れ
ば
、

応
永
二
十
七
年
十
二
月
下
旬
第
八
日
に
母
堂
六
歳
の
少
童
に
対
し
て
語
り
た
ま
ひ

け
る
は
、
ね
が
は
く
ば
児
の
御

一
代
に
聖
人
の
御

一
流
を
再
興
し
た
ま
へ
と
て
懇

ろ
に
心
俯
を
の
べ
た
ま
ふ
、
そ
の
ま

ゝ
い
づ
く
か
と
も
な
く
出
で
た
ま
ひ
き
。

と
伝
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
蓮
師
は
こ
の
母
の
残
さ
れ
た
言
葉
を
肝
に
命
じ
て
、
そ

の
御

一
生
を
、
「聖
人
の
御

一
流
を
再
興
」
す
る
た
め
に
捧
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。

而
し
て
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
、
「聖
人
の
御

一
流
」
と
は
、
正
し
く
本
願
寺

教
団
を
指
す
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
蓮
師
の
思
想

・
教
学
の
基
盤
が
お
か
れ
て
い
た
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
蓮
師
は
、
本
願
寺
を
開
創
さ
れ
た

覚
如
上
人
、
お
よ
び
、
存
覚
上
人
の
思
想

・
教
学
を
媒
介
と
し
て
宗
祖
の
教
学
を
追
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年
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九

覚
如
上
人
の
本
願
寺
開
創
と
蓮
如
上
人
の
本
願
寺
再
興
に
つ
い
て
の

一
考
察



一
〇

然
れ
ば
、
前
々
住
上
人
の
御
代
に
御
文
を
御
作
り
候
て
、
雑
行
を
す
て
ゝ
後
生
た

す
け
た
ま
へ
と
、

T
心
に
弥
陀
を
た
の
め
と
、
あ
き
ら
か
に
し
ら
せ
候
。
然
れ
ば

再
興
上
人
に
て
ま
し
ま
す
に
凹
。

と
述
べ
て
い
る
の
は
蓮
師
の
宗
義

・
安
心
を
単
的
に
示
す
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
蓮
師
教
学
の
中
心
は
、
宗
祖
の
示
さ
れ
た
、
信
心
正
因

　

称

名
報
恩
の
教
法
を
開
顕
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
蓮
師
は
そ
の
他
力
の
信

心
の
信
相
を
、
「後
生
た
す
け
給
え
と
弥
陀
を
た
の
め
。」
と
示
さ
れ
た
も
の
と
い
う

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
、
「後
生
の
一
大
事
」
と
教
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

い
い
代
え
れ
ば
、
「後
生
の

一
大
事
」
と
は
、
浄
土
教
の
中
心
課
題
で
あ
る
、
「往

生
浄
土
」
の
問
題
の
解
決
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
正
し
く
宗
祖
が
法
然
上
人
に
学

ぽ
ん
と
せ
ら
れ
た
、
「
一
大
事
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『恵
信
尼
書
簡
』

に
よ
れ
ば
、
宗
祖
二
十
九
歳
の
時
の
六
角
堂
参
龍
に
つ
い
て
、

や
ま
を
い
で
~

六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
、
ご
せ
を
い
の
ら
せ
給
け

る
に
、
九
十
五
日
の
あ
か
目
、
し
や
う
と
く
た
い
し
の
も
ん
を
む
す
び
て
、
じ
げ

ん
に
あ
づ
か
ら
給
て
候
け
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
あ
か
目
い
で
さ
せ
給
て
、
ご
せ
の

た
す
か
ら
ん
ず
る
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
た
づ
ね
ま
い
ら
せ
て
、
…
…

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
説
明
し
て
、

た

9　

1J
せ
の
事
は
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
や
う
に
し
や
う
じ
い
づ
ぺ

き
み
ち
を
ば
、
た
だ

I
す
ぢ
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し
を
、
う
け
給
は
り
さ
だ
め
て
候

同
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宗
祖
の
思
想
と
蓮
師
の
思
想
と
を
比
較
し
て
、著
し
く
相
違
す
る
点
は
、
「無
常
観
」

で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
宗
祖
は
生
前
中
に
、
我
が
子
、

我
が
妻
を
亡
く
せ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
蓮
師
は
、
四
十

一
歳
の

時
に
最
初
の
奥
方
で
あ
る
如
了
を
失
な
わ
れ
て
以
来
四
人
の
妻
に
先
立
た
れ
た
の
を

は
じ
め
、
五
十
八
歳
の
時
に
は
次
女
見
王
が
死
亡
し
、
文
明
十
五
年

(
一
四
八
三
)

に
は
長
男
の
順
如
が
死
亡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
上
人
の
悲
し
み
に
つ
い

て
、
「
一
期
記
」
に
は
、

蓮
如
上
人
は
い
ま
だ
四
十
余
歳
の
こ
ろ
、
隠
遁
の
御
志
し
ま
し
ま
せ
し
に
よ
り
て
、

順
如
上
人

へ
御
相
続
の
儀
侍
り
、
応
仁
二
年
の
比
な
り
、
わ
づ
か
十
余
年
ば
か
り

に
て
、文
明
十
五
年
五
月
二
十
九
日
に
四
十
二
歳
長
病
の
御
煩
に
て
御
往
生
あ
り
、

蓮
如
上
人
御
愁
歎
か
ぎ
り
な
し
。
成
仁
の
子
に
別
た
る
ほ
ど
か
な
し
き
こ
と
は
な

(
16
)

し
。
た
よ
り
な
き
も
の
な
り
と
ぞ
仰
ら
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
上
人
の
無
常
観
が
如
何
に
深
い

も
の
で
あ
っ
た
か
が
知
ら
れ
る
と
共
に
、
若
く
し
て
先
立
れ
て
行
く
妻
子
の
救
い
を

心
か
ら
願
わ
れ
た
か
が
察
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
「実
悟
旧
記
」

　

一
二
三
条
に
、

聖
人
の
御
流
は
た
の
む

一
念
の
所
肝
要
な
り
、
故
に
た
の
む
と
云
こ
と
を
ば
代
々

あ
そ
ば
し
を
か
れ
候
へ
ど
も
、委
し
く
な
に
と
た
の
め
と
云
こ
と
を
し
ら
ざ
り
き
、

四
、
後
生
の

一
大
事



(
1
)

　

定
本

「親
鸞
聖
人
全
集
」
第
三
巻

「書
簡
篇
」
三
二
頁

(
2
)

　

右
同
三
三
頁

(
3
)

　

右
同
第
四
巻

「言
行
篇
」
悶
四
七
頁

(
4
)

　

「真
宗
史
料
集
成
」
第

一
巻
九
六
七
頁

(
5
)

　

右
同
九
六
九
頁

(
6
)

　

右
同
九
七
三
頁

(
7
)

　

右
同
九
七
四
頁

(
8
)

　

右
同
九
七
五
頁

(
9
)

　

定
本

「親
鸞
聖
人
全
集
」
第
四
巻

「言
行
篇
」
悶

一
四
四
頁

(
10
)

(
11
)

　

「真
宗
史
料
集
成
」
第

一
巻
九
七
七
頁

(
12
)

　

「真
宗
聖
教
全
書
」
三
列
祖
部
六
四
頁

右
同
三
六
頁

「真
宗
史
料
集
成
」
第
二
巻
五

一
一
頁

右
同
七
九

一
頁

右
同
五

一
五
頁

右
同
四
五
五
頁

(
19
)

　

定
本

「親
鸞
聖
人
全
集
」
第
三
巻

「書
簡
篇
」

　

一
八
七
頁

「真
宗
聖
教
全
書
」
三
列
祖
部
三
七
頁

右
同
三
五
八
頁

註

(
19
)

し
か
ば
…
…

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
宗
祖
が
法
然
上
人
か
ら
学
ば

れ
た
、
「浄
土
往
生
」
の
教
法
と
は
、
「生
死
出
づ
べ
き
道
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

を
蓮
師
は
自
か
ら
の
深
刻
な
無
常
の
体
験
に
よ
っ
て
、
「後
生
の

一
大
事
」
と
説
か

れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
蓮
師
の
示
さ
れ
た
。
「後
生
の

一
大
事
」
の
教
法
は
正
し
く
。
「生
死

出
ず
べ
き
道
」
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
祖
が
法
然
上
人
に
学
ば
れ
た
、
「後

世
の
助
か
ら
ん
ず
る
」
教
法
を
的
伝
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
蓮

師
が
真
宗
再
興
の
上
人
と
い
わ
れ
る
所
以
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
蓮
師
の

「後
生
の

一
大
事
」
と
い
う
こ
と
は
、
覚
如
上
人
の

「執
持
紗
」

(
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)

に
示
さ
れ
た

「往
生
ほ
ど
の
一
大
事
」
と
い
う
言
葉
に
学
ば
れ
た
と
見
る
こ
と
が
出

来
、
ま
た
、
蓮
師
の
鉦
常
観
は
、
「存
覚
心
匹
」
に
学
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
蓮
師
の

「後
生
の

一
大
事
」
の
教
法
は
、
覚

如
上
人
お
よ
び
存
覚
上
人
の
教
法
を
伝
承
す
る
、
本
願
寺
再
興
の
上
人
で
あ
っ
た
証

し
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
蓮
師
教
学
の
中
核
を
な
す
、
「御
文
」
の
中
に
多
数
の
、
「報
恩
講
」
に

関
す
る

「御
文
」
が
製
作
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
蓮
師
の
思
想
が
覚
如
上
人
の
思

想
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
も
よ
く
、
ま
た
、
蓮
師
が
、

宗
祖
の

「教
行
信
証
」
の
研
究
と
併
せ
て

「六
要
抄
」
の
研
究
に
力
を
注
が
れ
た
こ

と
は
、
蓮
師
の
思
想
が
存
覚
上
人
の
思
想
を
継
承
す
る
も
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
蓮
師
に
お
い
て
は
、
真
宗
の
再
興
と
本
願
寺
の
再
興
と

覚
如
上
人
の
本
願
寺
開
創
と
蓮
如
上
人
の
本
願
寺
再
興
に
つ
い
て
の
一
考
察

が
全
く

一
体
の
も
の
と
し
て
受
容
し
開
顕
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
い
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
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