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観
音
調
肝の
土
着

と
生
成

*
木

村

紀

子

は
じ
め
に

法
隆
寺
の
救
世
観
音

・
百
済
観
音
を
は
じ
め
と
し
て
、
現
存
す
る
大
和
の
寺
々

の
古
仏
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
そ
の
数

や
質
の
高
さ
に
お
い
て
目
を
ひ
く
の
は
、

観
音
像
で
あ
る
。
ひ
る
が
え

っ
て
、
科
学
技
術
と
経
済
性
優
先
の
現
代
日
本
に
お

い
て
、
お
ど
ろ
く
べ
く
多
く
の
観
音
像
が
各
地
に
刻
み
出
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
。

そ
の
よ
う
な
像
に
、
目
に
見
え
る
姿
を
現
わ
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
観
音
は
、
そ
も

そ
も
ど
の
よ
う
な
仏
菩
薩
だ
と
説
か
れ
た
ゆ
え
に
、
こ
の
粟
散
辺
地

ー

仏
教
辺

境
の
東
の
島
々
で
、
物
に
貧
し
き
時
代
も
心
に
貧
し
き
時
代
も
、
と
も
に
人
々
を

深
く
魅
了
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
ろ
う
か

i

。

平
安
時
代
初
頭
、
薬
師
寺
の
沙
門
景
戒
の
手
に
な

っ
た
日
本
霊
異
記
に
は
、
お

(
1
)

よ
そ
十
七
の
観
音
に
か
か
わ
る
記
事
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
事
件
の
と
き
と
と
こ

ろ
を
極
力
明
示
す
る
霊
異
記
の
記
述
に
従
え
ば
、
そ
れ
ら
は
、
古
く
は
推
古
朝
の

も
の
新
し
く
は
淳
仁
朝
の
も
の
と
記
さ
れ
る
が
、
聖
武
朝
の
大
和
に
お
け
る
も
の

が
中
心
で
あ
る
。
内
容
を
大
別
す
る
と
、
観
音
を
念
じ
て
、
災
難
か
ら
逃
れ
え
た

も
の

(上
第
6

・
第

17

・
下
第
7
)、
困
窮
を
救
わ
れ
る
も
の
(中
第
34

・
第
42

・

下
第
3
)
、
盲
者
の
眼
が
明
く
も
の

(下
第
12
)
、
福
を
乞
う
て
叶
え
ら
れ
る
も
の

(上
第
31
)
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
招
福
除
災
諏
が
半
数
。
他
は
、
そ
の
木
像
が
火
に

焼
け
ず

(中
第
37
)
、
首
が
落
ち
て
も
自
然
に
も
と
に
戻
る

(下
第
36
)
、
あ
る

い
は
盗
難
に
逢

っ
て
鷺
に
変
じ
て
所
在
を
示
す

(中
第
17
)
と
い
っ
た
奇
瑞
諏
。

ま
た
、
法
華
経

(
観
世
音
経
)
の
書
写
や
請
持
に
よ

っ
て
、
黄
泉

(冥
土
)
や
前

世

・
来
世
の
相
を
見
、
困
果
の
理
を
知
る
と
い

っ
た
も
の

(上
第
18

・
第
20

・
第

30
)
、
そ
し
て
、
観
音
の
法
要
や
彫
像
に
か
か
わ
る
も
の

(中
第
11

・
第
26

・
第

30
)
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
南
都
の
大
寺
に
伝
わ
る
気
韻
高
い
観
音
像
が
刻

ま
れ
た
の
と
さ
ほ
ど
隔
た
ら
ぬ
時
代
、
同
じ
く
南
都
の
巷
間
で
声
高
に
語
ら
れ
た

ま
れ
ひ
と
が
み

「客
神
」
1

観
音
の
霊
験
の
あ
り
あ
り
と
し
た
実
感
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

と

こ

ろ

で
霊

異

記

は

、

「
善

悪

の
状
」

「
因

果

の
報

」

を

世

俗

の

「
表

相
」

と

そ

の

「
答

」

と

し

て

呈

示

す

る

の
が

目

的

で

あ

っ
て
、

べ

つ
に
観

音

謂

蒐

収
を

意

図

し

た

わ

け

で

は

な

か

っ
た

。

し

か

し
、

観
音

以
外

の
仏

菩

薩

諸

天

に

か

か

わ

る

も

の
は

、

釈

迦

二

(
中

第

28

・
下

第

25
)

、

阿

弥

陀

三

(
上

第

5

・
第

33

・
下

第

25
)

、
弥

勤

三

(
中

第

23

・
下
第

8

・
第

17
)

、
薬

師

二

(
中

第

39

・
下
第

11

)

、

妙

見

三

(
上

第

34

・
下

第

5

・
第

32
)

、

吉

祥

天

二

(
中

第

13

・
第

14
)

、

執

金

剛

一

(
中

第

21
)

な

ど

と

い

っ
た

収
録

ぶ
り

で
、

そ
れ

ら

に

比

べ
、

観

音

の
格

段

に

多

い

こ
と

が

知

ら

れ

る

。
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景
戒
は
、
下
巻
第
38
に
、
仏
説
よ
り
も
む
し
ろ
歌
詠

(
わ
ざ
う
た
)
や
夢
占
な

ど
に
よ
る
在
来
の
感
覚
に
根
ざ
し
た
自
ら

の
因
果
論
を
披
渥
し
、
と
く
に
そ
の
後

半
部
に
お
い
て
、
自
ら
見
た
夢
を
も
と
に
、
夢
合
せ

(夢
中
の
イ
メ
ー
ジ
を
現
実

に
照
合
さ
せ
る
こ
と
)
を
試
み
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
経
を
諦
し
教
化
す
る
乞
食

者

-

沙
弥
鏡
日
だ
と
夢
に
見
た
者
を
、
観
音
の
変
化
か
と
疑
い
、
そ
れ
を
も
と

に
夢
中
の
様
々
の
現
象
を

「
観
音
の
無
縁

の
大
悲
」
の
あ
ら
わ
れ
と
解
釈
し
て
も

い
る
。
霊
異
記
に
お
け
る
、
そ
の
よ
う
な
観
音

へ
の
重
い
か
か
わ
り
方
は
、
景
戒

独
自
の
関
心
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
景
戒
の
生
き
た
奈
良
朝
後
期
か
ら

平
安
朝
に
か
け
て
の
か
な
り

一
般
的
な
世
相
を
映
し
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
史
料
に
検
さ
れ
る
当
時
の
写
経

や
造
仏
の
実
態
も
、
観
音
関
係
の
も
の

が
他
を
圧
し
て
多
い
と
い
わ
象

。
ま
た
、
後
に
平
安
期
貴
賎
上
下
の
絶
大
な
帰

依
を
得
た
長
谷
寺

・
石
山
寺

・
清
水
寺
な
ど
の
観
音
像
も
、
三
室
絵
詞
や
今
昔
物

語
集
の
記
述
に
よ
れ
ば
同
じ
こ
ろ
造
り
出
さ
れ
た
も
の
、
す
で
に
霊
異
記
下
第
3

に
、
長
谷
十

一
面
観
音
の
利
益
諏
が
採
録
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
霊
異
記
に
記
さ
れ
た
諸
仏
菩
薩
の
霊
異
奇
瑞
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
彫
像
の
も

つ
面
相
の
個
性
に
比
べ
、
お
お
む
ね
相
似
通

っ
て
い
さ
さ
か
非
個
性

的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
下
巻
第
11
は

「
二
つ
の
目
盲
ひ
た
る
女
人
、
薬
師
仏
の

木
像
に
帰
敬
し
て
、
現
に
眼
を
明
く
こ
と
得
る
縁
」
で
あ
る
が
、

つ
づ
く
第
12
は

「
二
つ
の
目
盲
ひ
た
る
男
、
千
手
観
音
の
日
摩
尼
手
を
敬
み
称

へ
て
、
現
に
眼
を

明
く
こ
と
得
る
縁
」
で
あ
り
、
盲
目
開
明
は
べ
つ
に
薬
師
の
み
の
徳
力
と
い
う
わ

け
で
は
な
か

っ
た
。
あ
る
い
は
、
下
巻
第

3
は
、
大
安
寺
の
沙
門
弁
宗
が
泊
瀬
の

十

一
面
観
音
に

「我
、
大
安
寺
の
修
多
羅
宗
分
の
銭
を
用
ゐ
て
償
ふ
に
便
無
し
。

願
は
く
は
我
に
銭
を
施
せ
。
」
と
称
名
願
求
し
て
、
た
ま
た
ま
善
縁
あ

っ
て
参
詣

し
て
い
た
船
親
王
の
耳
に
達
し
償
い
を
支
援
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
同

様
な
願
求
は
、
中
第
28
で
は
、
当
の
大
安
寺
の
丈
六
仏
に
対
し
て
も

「
我
、
昔
の

世
に
福
因
を
修
せ
ず
、
現
身
に
貧
窮
の
報
を
受
け
取
る
が
故
に
、
我
に
宝
を
施
し

窮
し
き
愁
を
免
れ
令
め
よ
。
」
と
な
さ
れ
、
中
巻
第
14
で
は
、

「
我
、
先
世
に
貧

窮
の
因
を
殖
ゑ
て
、
今
窮
報
を
受
く
。
…
…
…
願
は
く
は
我
に
財
を
賜

へ
。
」
と

吉
祥
天
女
像
に
対
し
な
さ
れ
て
、
い
ず
れ
も
願
い
が
叶
え
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、

こ
の
吉
祥
天
女
諏
は
、
聖
武
天
皇
の
御
世
に
、

一
人
の
貧
窮
の
女
王
が
、
諸
王
に

列
し
て
宴
楽
を
設
け
る
便
も
な
く
、
右
の
よ
う
に
突
い
て
吉
祥
天
女
に
願

っ
た
の

で
あ
る
が
、
直
後
、
乳
母
が
現
れ
て
比
類
な
き
宴
楽
を
設
け
、
王
衆
の
讃
嘆
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
諸
王
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
衣
裳
を

「
乳
母
に
著
せ
、

然
し
て
後
に
堂
に
参
り
尊
像
を
拝
せ
む
と
す
る
に
、
乳
母
に
著
せ
た
り
し
衣
裳
、

其
の
天
女
の
像
に
被
れ
り
。
…
…
…
定
め
て
知
る
、
菩
薩
の
感
応
し
て
賜
は
る
こ

と
を
。
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
、
中
巻
第
34

「
孤
の
嬢
女
、
観

音
の
銅
像
に
愚
り
敬
ひ
、
奇
し
き
表
を
示
し
て
現
報
を
得
る
縁
」
に
お
い
て
、
夫

に
供
す
る
食
に
困
窮
し
て
観
音
に
願
う
と
、
隣
の
富
家
の
乳
母
が
百
味
の
飲
食
を

整
え
て
来
訪
し
、
そ
の
礼
に
黒
き
衣
を
与
え
た
、
後
に

「黒
き
衣
、

(
観
音
)
銅

像
に
被
れ
り
。
」
と
い
う
語
ら
れ
方
と
同
じ
趣
で
あ
る
。

人
々
は
、
困
窮
に
直
面
し
た
と
き
、
た
ま
た
ま
身
近
に
縁
の
あ
る
仏
が
あ
れ
ば
、

何
仏
に
せ
よ
救
い
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の

困
窮
が
、

「巨
海
に
漂
流
」
し
た
り

「
殺
罪
」
を
被
り
か
け
た
り
と
い
っ
た
、
経

の
中
で
説
か
れ
る
ま
ま
の
切
迫
し
た
危
難
ば
か
り
で
な
く
、
他
を
も
て
な
す
料
を

欠
く
、
あ
る
い
は
借
銭
を
償
う
銭
を
欠
く
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
の
は
、
当
時
、

共
同
体
の
お
き
て
や
な
ら
わ
し
に
従
い
、
関
係
性
の
安
泰
を
は
か
る
こ
と
が
、
生

き
て
ゆ
く
上
で
何
よ
り
の
重
大
事
で
あ

っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
そ
う
し
た
古
代

共
同
体
の
中
で
は
、
富
め
ば
お
の
ず
か
ら
権
勢
を
得
、
し
た
が

っ
て
願
わ
れ
る

「大
福
徳
」
と
は
、

「
銅
銭
万
貫
、
白
糸
万
石
、
好
女
多
」
と
い
う

(上
第
31
)

お
よ
そ
仏
説
に
は
縁
遠
い
業
欲
の
極
み
と
み
え
る
願
望
で
さ
え
あ

っ
た
。
し
か
も

そ
の
願
い
が
首
尾
よ
く
成
就
し
た
の
は
、

「修
行
の
験
力
、
観
音
の
威
徳
な
り
。
」

と
霊
異
記
は
は
ば
か
る
と
こ
ろ
な
く
記
す
の
で
あ
る
。
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奈
良
朝
、
こ
の
辺
土
の
人
々
の
心
を

い
ち
は
や
く
把
え
て
い
た
仏
教
と
は
、
多

く
の
福
徳
神
を
擁
し
た
、
現
世
利
益
の
ま
こ
と
に
有
難
い
教
え
と
し
て
で
あ
り
、

そ
の
福
徳
神
の
中
心
に
観
音
が
あ

っ
た

こ
と
を
、
霊
異
記
は
、
は
か
ら
ず
も
語

っ

て
い
る
。

二

霊
異
記
の
仏
菩
薩
讃
の
中
か
ら
、
あ
え
て
観
音
の
個
性
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、

す

く

「種
々
の
形
を
以
て
諸
の
国
土
に
遊
び
衆
生
を
度
脱
ふ
」

(法
華
経
普
門
品
)
と

い
わ
れ
る
観
音
の

「応
化
」
の
種
々
相

が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
渡
舟
の
老
翁

(上
第
6
)
知
ら
ぬ
僧

(
上
第
20
)
黄
泉
の
使
の
少
子

(
上
第

30
)
池
中
の
鷺

(中
第
17
)
隣
の
富
家

の
乳
母

(中
第
34
)
妹

(中
第
42
)
知
ら

ぬ
二
人

(下
第
12
)
と
い
う
よ
う
に
十
七
縁
中
七
縁
に
お
よ
ん
で
い
る
。
ち
な
み

に
、
観
音
以
外
に
つ
い
て
の
変
化
は
、
先
述
の
吉
祥
天
女
が
乳
母
と
な

っ
て
現
わ

(3
)

 れ
た
例

(中
第
14
)
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
推
古
朝

(続
日
本
紀

・

扶
桑
略
記
に
よ
れ
ば
元
正
朝
)
、
高
麗

に
遣
学
し
た
行
善
が
、
其
の
国
破
れ
て
流

離
し
、
椅
の
壊
れ
た
河
辺
で
渡
る
由
な
く
観
音
を
念
じ
る
と

「
即
時
に
老
翁
舟
に

乗
り
迎

へ
来
た
り
…
…
…
渡
り
寛
へ
て
後
、
舟
よ
り
道
に
下
れ
ば
老
公
見
え
ず
」

と
い
う
上
第
6
と
、
元
正
朝
、
仮
死
中

に
黄
泉
を
め
ぐ
り
、

「
少
子
」
に
導
か
れ

て
蘇
生
す
る
上
第
30
は
、
い
わ
ば
異
国

・
異
界
の
こ
と
で
い
さ
さ
か
現
実
味
に
乏

し
い
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
上
第
20
の
、
牛
を
恵
勝
法
師
の
転
生
と
見
あ

ら
わ
し
た

「
僧
」
の
こ
と
、
下
第
12
の
、
盲
人
の

「
目
を
治
め
む
」
と
予
告
し
た

正
体
不
明
の

「
二
人
」
の
こ
と
は
、
と
も
に
観
音
の
応
化
を
あ
え
て
示
す
だ
け
の

意
味
し
か
も
た
な
い
具
体
性
に
欠
け
る
語
ら
れ
方
で
あ
る
。

そ
れ
ら
に
対
し
、
大
倭
岡
本

の
尼
寺

の
観
音
の
銅
像
十
二
体
が
盗
難
に
逢
う
記

事
、
中
第
17
は
、
現
実
に
あ
り
う
べ
き
き
わ
め
て
具
体
的
な
記
述
ぶ
り
で
あ
る
。

仏
像
盗
難
の
後
、
た
ま
た
ま
平
群
の
小
さ
な
池
の
中
の
木
の
頭
に
居
た
鷺
を
、
牧

童
が
石
を
投
げ
て
捕
え
よ
う
と
す
る
と
、
水
に
か
く
れ
て
し
ま
う
、
そ
の
鷺
の
居

た
木
を
見
る
と
金
の
指
が
あ
り
、
牽
き
上
げ
て
み
る
と
観
音
の
銅
像
だ

っ
た
と
い

う
も

の
で
あ
る
。
大
和
平
野
に
数
多
い
小
池
に
は
今
も
折
々
鷺
の
姿
が
見
ら
れ
、

盗
人
が
仏
像
を
持
て
余
し
て
池
に
投
じ
た
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、
現
代
の
事
件
と

し
て
も
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
。
霊
異
記
は
、

「
彼
の
鴫
と
見
し
は
現
実
に
は
鴫

に
非
ず
、
観
音
の
変
化
な
る
こ
と
を
。
更
に
疑
ふ
こ
と
莫
か
れ
。
浬
藥
経
に
説
く

が
如
く
、
仏
の
滅
後
と
錐
も
法
身
常
に
在
す
と
い
ふ
は
、
其
れ
斯
れ
を
謂

ふ
な

り
。
」
と
物
々
し
く
解
説
す
る
が
、
そ
も
そ
も
、
神
が
鳥
獣
の
姿
で
現
わ
れ
る
と

い
う
の
は
、
む
し
ろ
古
事
記
等
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
在
来
の
感
覚
に

つ
な
が

る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
残
り
の
二

つ
、
中
第
34
と
第
42
と
は
、
い
ず
れ
も
貧
女
の
困
窮
を
身
近

な
女
人
が
救
い
、
そ
の
女
人
が
実
は
観
音
で
あ

っ
た
と
い
う
証
が
、
日
頃

「
愚
敬
」

す
る
像
に
残
さ
れ
る
と
い
う
、
よ
く
似
た
筋
立
て
の
も
の
で
あ
り
、
先
に
触
れ
た

中
第
14
の
吉
祥
天
女
讃
の
場
合
と
も
伴
せ
、
語
り
の
パ
タ
ー
ン
の
存
在
を
窺
わ
せ

る
も
の
で
あ
る
。

中
第
42
の
方
は
、
右
の
筋
立
て
の
上
に
、
貧
女
の
名
は
海
使
表
女
、
観
音
は
穂

積
寺
の
千
手
観
音
、
そ
し
て

「
天
平
宝
字
七
年
癸
卯
の
冬
十
月
十
日
、
慮
は
ぬ
外

に
敢

へ
て
其
の
妹
来
り
、
皮
櫃
を
姉
に
寄
せ
て
往
く
、
脚
に
馬
の
尿
染
み
た
り
。

…
…
…
櫃
を
開
き
て
見
れ
ば
、
銭
百
貫
有
り
。
常
の
如
く
花
香
油
を
買
ひ
て
千
手

の
前
に
摯
げ
往
き
て
見
れ
ば
、
其
の
足
に
馬
の
尿
著
け
り
。
」小
に
乃
ち
疑
ひ
思
は

く
、
菩
薩
の
睨
ひ
し
銭
か
と
お
も
ふ
。
」
と
い
う
簡
単
な
具
体
性
が
加
わ

っ
た
程

度
の
も
の
で
あ
る
。

他
方
中
第
34

「
孤
の
嬢
女
、
観
音
の
銅
像
に
愚
り
敬
ひ
、
奇
し
き
表
を
示
し
て

現
報
を
得
る
縁
」
の
ほ
う
は
、
細
部
に
わ
た

っ
て
詳
し
い
物
語
的
展
開
を
も

っ
て

い
る
点
で
、
霊
異
記
仏
菩
薩
謂
中
の
白
眉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ゆ

え
に
、
こ
の
物
語
は
、
霊
異
記
に
採
録
さ
れ
た
観
音
讃
の
中
で
ほ
と
ん
ど
唯

一
、
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さ
ま
ざ
ま
な
ヴ

ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
も

っ
て
古
代
社
会
に
語
り
広
め
ら
れ
た
物
語

(4
)

と
な
り
、
そ
の
中
の
い
く

つ
か
が
後
の
今
昔
物
語
集

・
梅
沢
本
古
本
説
話
集

・
宇

治
拾
遺
物
語
等
に
採
録
さ
れ
て
、
今
に
残
さ
れ
た
。
そ
の
、
古
代
口
か
ら
口
へ
と

転
々
生
成
し
た
あ
り
様
を
た
ど
る
た
め
、
ま
ず
は
当
の
霊
異
記
に
お
け
る
語
ら
れ

方
の
要
点
を
な
る
べ
く
文
中
の
用
語
の
ま
ま
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

ヘ

ヘ

へ

奈
良
の
右
京
の
殖
槻
寺
の
辺
の
里
に
、

一
人

の
孤
女
が
居
た
。
父
母
の
世

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
あ
る
う
ち
は
財
豊
か
に
富
み
栄
え
て
い
た
が
、
聖
武
天
皇
の
御
世
に
父
母

が
亡
く
な

っ
て
後
は
、
次
第
に
貧
し
く
孤
り
身
と
な
り
、
た
だ
、
父
母
の
遺

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し
た
二
尺
五
寸
の
観
音
の
銅
像
に
、
涙
な
が
ら
に
福
分
を
願
う
ば
か
り
の
夜

昼
を
過
ご
し
て
い
た
。

同
じ
里
に
妻
を
亡
く
し
た

一
人

の
富
め
る
男
が
居
た
が
、
こ
の
女
を
見
て

仲
人
を
通
し
て
結
婚
を
申
し
込
ん
で
来
た
。
女
は
貧
窮
を
理
由
に
固
辞
し
た

ヘ

へ

が
、
男
は
強
引
に
お
し
入

っ
て

つ
い
に
交
わ
り
を
結
ん
だ
。
翌
日
か
ら
終
日

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

雨
が
降
り
や
ま
ず
、
男
は
立
ち
去
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
三
日
留

っ
た
。
空
腹
に

た
え
か
ね
食
を
催
促
す
る
男
に
、

い
さ
さ
か
の
饗
す
る
食
物
も
な
く
、
や
む

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
く
女
は
観
音
堂
に
参

っ
て
、
像

に
か
け
た
縄
を
引
き

「恥
を
受
け
し
む
る

こ
と
莫
れ
、
我
に
急
に
財
を
施
せ
。
」
と
泣
い
て
願

っ
た
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

申
の
時
に
門
を
叩
く
者
が
あ
り
、
出

て
み
る
と
隣
の
富
家
の
乳
母
で
あ

っ

た
。
大
櫃
に
百
味
の
飲
食
を
し
つ
ら
え

「
隣
の
大
家
よ
り
」
と
差
し
出
し
た
。

ヘ

ヘ

へ

女
は
喜
び
の
あ
ま
り
、
着
て
い
た
黒
き
衣
を
脱
い
で

「
せ
め
て
こ
の
垢
衣
を
」

と
い
っ
て
使
い
に
与
え
た
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

明
る
日
男
は
帰

っ
て
ゆ
き
、
絹
十
疋

・
米
十
俵
を
女
の
も
と
に
送

っ
て
よ

こ
し
た
。
女
は
隣
の
富
家
に
往
き
幸

の
感
謝
を
述
べ
た
が
、
家
と
じ
も
使
の

乳
母
も

一
向
に
知
ら
ぬ
こ
と
と
い
う
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
家
に
帰
り

「常
の

ヘ

ヘ

へ

如
く
礼
せ
む
」
と
観
音
堂
に
入

っ
て
み
る
と
、
使
に
着
せ
た
黒
き
衣
が
銅
像

に
か
か

っ
て
お
り
、
観
音
の
示
現

で
あ

っ
た
と
知

っ
た
。
そ
の
後
増
々
観
音

像
を
恭
敬
し
、
本
の
よ
う
に
富
を
得
、
夫
妻
共
々
に
長
寿
を
全
う
し
た
。

さ
て
、
今
昔
物
語
集
巻
十
六
第
八
に
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
も
の
が
、

「殖
槻
寺
観
音
助
貧
女
給
語
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
今
昔
物
語
集
巻
十
六

は
、
す
べ
て
本
朝
の
観
音
諏
を
集
め
た
巻
で
あ
る
が
、
全
四
十
語
の
う
ち
霊
異
記

と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
も
の
が
十

一
語
あ
り
、

一
般
に
今
昔
は
霊
異
記
を
書
承
し
た

の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
殖
槻
寺
調
に
関
す
る
限
り
、
現

存
霊
異
記
と
の
直
接
書
承
関
係
を
い
う
に
は
疑
わ
し
い
、
い
く

つ
か
の
次
の
よ
う

な
相
違
や
敷
術
や
朧
化
が
指
摘
で
き
る
。

ま
ず
、
今
昔
は

「
今

ハ
昔
、
大
和
ノ
国
敷
下
ノ
郡

二
殖
槻
寺
ト
云
フ
寺
有
リ
。

等
身

ノ
銅
ノ
正
観
音
ノ
験
ジ
給
フ
所
也
。
」
と
始
ま
り
、

「
其
ノ
観
音
干
今
其
ノ

寺

二
在

マ
ス
。
」
と
結
ば
れ
て
、
女
の
家
の
持
仏
と
し
て
の
観
音
で
な
く
、
殖
槻

寺
の
観
音
縁
起
と
し
て
の
構
成
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
霊
異
記
は
、

一
般
に
事

件
が
ど
の
天
皇

の
御
世

の
こ
と
か
を
極
力
明
示
し
、
今
昔
に
重
出
す
る
十

一
の

観
音
調
中
、
こ
れ
以
外
の
十
に
つ
い
て
は
今
昔
も
す
べ
て
そ
の
時
代
明
示
を
踏
襲

し
て
記
す
が
、
な
ぜ
か
こ
れ
だ
け
は
冒
頭
の

「
今

ハ
昔
」
の
み
で
時
代
記
載
が
な

い
。
さ
ら
に
、
主
人
公
の
女
と
男
と
は
、
同
じ
里
の
男
女
で
は
な
く
、

「
其
ノ
郡

ノ
司
ノ
女
」
と

「隣
ノ
郡
ノ
司
の
子
」
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
妻
ど
い
は
、

先
妻
を
亡
く
し
た
男
が

「京

二
上
テ
心
二
叶

ハ
ム
妻
ヲ
求
ム
」
べ
く
上
る
途
中
に
宿

を
か
り
て
偶
然
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
際
の
出
会
い
の
様
子
が
と
く
に

詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「雨
降
リ
テ
不
止
ズ
」
出
立
を
見
合
せ
た
後
、

と
か
く

の
経
緯
の
後
食
を
饗
さ
れ
、
つ
い
に

「京

二
上

ラ
ム
事

ヲ
不
好
ズ
シ
テ
、

偏

二
永
キ
契
ヲ
思
」
い
、
男
は
居

つ
い
て
し
ま
う
。
し
た
が

っ
て
、
後
に

「
絹
十

疋

・
米
十
俵
」
を
送

っ
て
よ
こ
し
た
の
は
、
ま
た
も
隣
の
富
め
る
女
で
あ
る
と
い

う
錯
誤
を
生
じ
て
い
る
。
た
だ
、
男
に
食
を
求
め
ら
れ
て
困
じ
た
女
が
観
音
に
願

い
、
思
い
が
け
ず
隣
よ
り
食
物
が
届
け
ら
れ
る
あ
た
り
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

に
用
語

・
用
字
も
酷
似
し
て
お
り
、
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(
霊
異
記
)

莫
令
受
恥

我
急
施
財

罷
出
如
先
向
空
竃
戸

押
頬
而
踵

愛
日
申
時

急
叩
門
喚
人

出
見
有
隣
富
家
乳
母

大
櫃
具
納
百
味
飲
食

美
味
券
葭

元
不
具
物

器
皆
銑
牒
子

こ
こ
だ
け
を
見
れ
ば
、

わ
せ
る
趣
で
あ
る
。

(今

昔

物

語

集

)

我

レ
ニ
肚

ヲ
令

見

給

フ
事

元

シ
テ

忽

二
我

二
財

ヲ
施

シ
給

ヘト
申

シ
テ

家

二
返

テ
空

シキ
竃

二
向

テ

頬

ヲ
押

ヘ
テ
躁

居

テ
歎

ヶ
ル
間

日

申

時

二
及

テ

門

ヲ
叩

テ
人

ヲ
呼

ブ
音

有

吃

出

デ
見

ル
ニ
隣

二
冨

メ
ル

一
人

ノ
女

有

リ

長

櫃

二
種

々

ノ

飯

食

・
菜

等

ヲ

入

レ
テ
持

来

賓

見

ル
ニ
不

具

ヌ
物

元

シ

器

銑

牒

子

等

モ
皆

具

弓

今
昔
は
霊
異
記
を
直
接
見
な
が
ら
語
り
直
し
た
の
か
と
思

と
ま
れ
今
昔
に
記
載
さ
れ
た
語
り
は
、
霊
異
記
本
文
か
ら
は
か
な
り
意
図
的
に

改
変
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
霊
異
記
が
細
心
な
辻
棲
合
せ
を
し
た
古

代
共
同
体
内
の
正
式
な
婚
姻
成
立
の
要

件

ー

仲
人
を
た
て
、

一
夜
の
み
の
契
り

で
な
く

(雨
ゆ
え
)
三
日
を
共
に
過
ご

し
、
後
日
男
の
も
と
よ
り
絹

・
米
等
を
送

る
、
と
い
っ
た
語
り
方
は
、
貧
し
い
身

な
し
子
と
旅
人

(ま
れ
び
と
)
と
の
縁
結

び
に
改
変
さ
れ
る
中
で
、
意
味
を
失

っ
て
曖
昧
に
な

っ
た
。
現
存
霊
異
記
の
文
字

表
記
と
今
昔
の
文
字
表
記
と
の
間
に
は
、
霊
異
記
本
文
を
種
本
と
し
た
語
り
が
口

承
転
々
し
た
後
、
ま
た
本
文
に
照
合
さ
れ
な
が
ら
今
昔
の
記
述
に
な
る
と
い

っ
た

過
程
が
考
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

金
沢
文
庫
本
観
音
利
益
集
に
収
め
ら
れ
る

「
貧
女
預
観
音
利
生
事
40
」
は
、
殖

槻
寺
と
い
う
場
の
明
示
が
な
く
、
男
女

の
境
涯
等
の
細
部
の
語
り
に
乏
し
く
て
味

わ
い
に
欠
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
昔

の
も
の
よ
り
も
霊
異
記
の
原
型
に
は
る
か

に
近
い
片
鱗
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
時
は
聖
武
朝
、
観
音
は
あ
か
が

ね
の
持
仏
、
男
が
来
訪
し
た
後
雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
て
三
日
と
ど
ま

っ
た
こ
と
、

後
に
絹

・
米
な
ど
を
送

っ
た
こ
と
な
ど
が
、
今
昔
の
五
分
の

一
程
の
長
さ
の
中
に

語
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
、
場
の
明
示
を
欠
く
こ
と
に
よ

っ
て
、

ど
こ
の

「貧
女
人
」
の
こ
と
に
も
適
用
可
能
な
、
文
字
ど
お
り
ど
の
よ
う
に
も
枝

葉
を
伸
ば
せ
う
る
種
本
的
な
自
由
性
を
も

つ
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

他
の
類
話
を
み
て
み
よ
う
。

梅
沢
本
古
本
説
話
集
54
の

「
田
舎
人
女
子
蒙
観
音
利
生
事
」
は
、
女
子
の
住
む

場
所
が

「
津
の
国
の
輪
田
」
で
あ
る
。
徳
あ
る
人
の
ひ
と
り
む
す
め
が
父
母
亡
き

後

「
親
の
つ
く
り
ま
ゐ
ら
せ
た
る
観
音
」
を
た
の
む
と
い
う
冒
頭
に
限
れ
ば
、
こ

れ
も
今
昔
の
も
の
よ
り
霊
異
記
を
よ
く
承
け
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
男
は

今
昔
同
様
に
旅
人
、
そ
れ
も
は
る
ば
る
越
前

(
原
文

「
筑
前
」
た
だ
し
結
び
の
部

分
で

「
越
前
」
)
の
国
か
ら
、
馬
に
乗
り
人
多
く
具
し
て
通
り
か
か

っ
た
人
物
で

あ

っ
た
。
物
語
が
と
く
に
詳
細
に
展
開
し
て
い
る
の
は
、
旅
の
男
の
往
還
に
お
け

る
女
と
の
交
わ
り
方
で
、
こ
の
点
で
は
今
昔
に
や
や
近
い
。
そ
し
て
、
女
の
饗
応

の
不
如
意
を
救
う
観
音
の
化
身
は
、
隣
の

「
つ
か
ひ
」
の
女
で
は
な
く
、
年
ご
ろ

「
つ
か
ひ
」
し
女
で
今
は
疎
遠
に
な

っ
て
い
る
者
で
あ
り
、
そ
の
女
に
与
え
た
証

の
衣
は

「
黒
き
垢
衣
」
で
は
な
く

「色
け
う
ら
に
よ
き
袴
の
あ
た
ら
し
き
」
で
あ

っ

た
。
な
お
、
帰
路
再
び
宿

っ
た
男
が

「
三
日
ば
か
り
あ
り
て
」
後
、
女
を
伴
い
出

立

つ
と
い
う

「
三
日
」
に
あ
え
て
こ
だ
わ
り
を
残
し
た
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
。

今
昔
物
語
集
の
殖
槻
寺
謂
の
直
前
巻
16
ー
第
7
に
収
載
さ
れ
た

「
越
前
国
敦
賀

女
蒙
観
音
利
益
語
」
は
、
今
昔
の
編
者
自
身
が
類
話
と
み
な
し
て
続
け
た
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
女
の
住
む
所
が
さ
ら
に

「
越
前
ノ
国
敦
賀
ト
云
フ
所
」
に
な

っ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宇
治
拾
遺
物
語
に
も

「
越
前
敦
賀
女
観
音
助
給
事
」
と
し

て
、
ほ
ぼ
同
様
な
形
で
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
内
容
は
、
殖
槻
寺
の

も
の
よ
り
も
、
古
本
説
話
集
の
津
の
国
の
も
の
に
か
な
り
類
似
し
て
い
る
。
馬
に



木村:観 音謂の土着と生成17

乗
り
多
く
の
郎
等
を
具
し
て
訪
れ
た
男
は
、
美
濃

の

「
勢
徳
有
ケ
ル
者
ノ

一
子
」

(宇
治
拾
遺
で
は

「
猛
将
の
子
」
)
、
助
け
て
く
れ
た
観
音
の
化
身
は

「祖

二
被

仕
シ
女
ノ
娘
」
で
、
そ
の
女
の
甲
斐
甲
斐
し
い
世
話
焼
き
ぶ
り
が
と
く
に
詳
し
く

語
ら
れ
る
。
ま
た
、

「
三
日
」
と
い
う
語
は
出
て
こ
な
い
が
、
男
が
帰
路
に
訪
ね

て
来
た
時
刻
が

「申
時
許
」
で
あ

っ
た
と
い
う
語
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
証

ス
ズ
シ

拠
の
衣
は
、

「
紅
ノ
生

ノ
袴
」
と
い
う

こ
と
で
あ

っ
た
。

そ
の
他
の
平
安
期
の
類
話
と
み
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
古
本
説
話
集
48
の

「
貧

女
蒙
観
音
加
護
事
」
は
、
さ
き
に
示
し
た
観
音
利
益
集
の
も

の
が
い
っ
そ
う
粗
雑

に
語
ら
れ
た
風
の
も
の
だ
が
、
た
だ
し
、
観
音
の
化
身
は

「
わ
が
を
や
の
あ
り
し

世
に
つ
か
は
れ
し
女
従
者
」
、
証
拠
の
衣
は

「ち
ひ
さ
や
か
な
る
紅
き
小
袴
」
で
、

そ
の
部
分
に

つ
い
て
は
越
前
の
場
合
に
近
い
。
ま
た
、
今
昔
物
語
集
が
殖
槻
寺
讃

の
直
後
巻
16
1
第
9
に
載
せ
た

「
女
人
仕
清
水
観
音
蒙
利
益
語
」
は
、
場
所
が
京

と
な
り
清
水
観
音
の
利
益
謂
で
、

一
見
か
な
り
内
容
が
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

ひ
と
り
身
の
貧
女
が
清
水
に
詣
で
て
帰
る
夜
道
、
馬
に
乗

っ
た

一
団
の
男
に
出
逢

い
、
主
人
と
お
ぼ
し
き
男
と
結
ば
れ
る
、
男
は
は
る
か
陸
奥
の
守
の
子
で
あ

っ
た
、

と
い
う
あ
た
り
は
、
津
の
国
や
越
前
敦
賀
の
も
の
と

の
類
縁
性
が
窺
わ
れ
る
。
た

だ
し
、
女
を
た
す
け
た
観
音
の
化
身
は
、

「
柴
ノ
庵
」
に

一
人
住
む

「
嬬
」
、
証

の
品
は
衣
で
は
な
く
、

コ

ツ
着
タ
ル
衣
モ
只
破
レ

ニ
破

レ
」
て
い
る
程
の
貧
女

で
あ

っ
た
か
ら
、
た
だ

「髪
三
纒
」
と
い
う
ば
か
り
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
以
上
の
諸
漂
を
、
い
く

つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
も
と
に
図
示
し
て
、
奈

良
朝
、
大
倭
西
の
京
に
発
し
た
か
と
思
わ
れ
る

一
つ
の
観
音
謂
の
、
古
代
に
お
け

る
生
成
展
開
の
あ
り
様
を

一
瞥
し
て
み
よ
う
。

中
段
に
並
ぶ
三
様
の
展
開
は
、
ま
ず
今
昔
物
語
集
巻
16
1
第
8
の
場
合
は
、
観

音

の
現
じ
た
殖
槻
寺
と
い
う
場
所
に
こ
だ

わ

っ
て
、
長
谷
で
も
清
水
で
も
な
い
あ

く
ま
で
殖
槻
観
音
の
縁
起
で
あ
る
と
い
う
独
自
性
を
と
ど
め
よ
う
と
し
た
も
の
、

ま
た
、
古
本
説
話
集
54
は
、
よ
き
人
の
あ

わ
れ
な
身
な
し
子
の
観
音
の
助
け
に
よ

る
致
福
に
語
り
の
重
点
を
お
い
た
と
み
ら
れ
る
も
の
、
そ
し
て
、
観
音
利
益
集
の

場
合
は
、
何
よ
り
も
観
音
の
利
生
の
力
を
説
く
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
た
ゆ
え
の

も
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
今
昔
巻
16
1
第
8
の
よ
う
な
語
り
は
、
そ
こ
で

一
応
の
定
着
を

終
え
、
そ
れ
以
上
に
は
細
部
の
語
り
方
を
工
夫
す
る
程
度
で
、
あ
く
ま
で
殖
槻
寺

観
音
縁
起
の
域
を
出
な
い
ま
ま
終
熔
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
古
本
説
話
集
54
の

よ
う
な
語
り
方
は
、
各
所
方
々
の
土
地
を
舞
台
に
、
類
話
が
展
開
す
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
試
み
に
わ
ず
か
に
文
字
に
残
さ
れ
た
も
の
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、

奈
良
朝
の
大
倭
西
の
京
を
起
点
に
、
そ
れ
は
、
ま
ず
何
ほ
ど
も
遠
く
な
い
津
の
国

輪
田
の
泊
に
流
れ
て
そ
こ
の
女
の
こ
と
と
し
て
土
着
し
、
さ
ら
に
ま
れ
人
と
し
て

訪
れ
た
男
の
里
越
前
に
、
男
に
伴
わ
れ
て
下

っ
た
女
と

一
緒
に
流
れ
て
、
ま
た
そ
の

土
地
の
女
の
こ
と
に
転
生
し
、
は
た
ま
た
平
安
京
繁
栄
の
時
代
に
は
、
清
水
観
音

周
辺
に
お
の
ず
か
ら
集
ま
る
よ
る
べ
な
い
女
た
ち
の
夢
を
托
し
て
語
ら
れ
る
、
と

い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
そ
の
過
程
の
ど
こ
か
で
、
隣
の

「
つ
か
ひ
」
の
女
だ

っ
た

観
音
の
化
身
は
、
年
ご
ろ

「
つ
か
ひ
」
し
女
に
、
ま
た
親
に

「
つ
か

へ
」
し
女
に

と
、
い
か
に
も
口
承
ら
し
い
同
音
を
介
し
た
意
味
の
転
成
も
お
こ
り
、
ま
た

「
黒

き
垢
衣
」
だ

っ
た
証
の
衣
が

「
よ
き
袴
」
に
そ
し
て

「紅
き
袴
」
に
と
色
を
転
じ

も
し
た
。

な
お
、
物
語
と
し
て
は
か
な
り
衰
微
し
た
形
の
利
益
集
の
語
り
方
は
、
い
つ
ご

ろ
の
時
代
の
も
の
を
伝
え
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
さ
ら
に

一
層
衰
微
し
た
形

と
見
な
し
う
る
古
本
説
話
集
48
の
も
の
は
、
さ
き
に
も
触
れ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
が

「
つ
か
わ
れ
し
女
従
者

・
紅
き
小
袴
」
と
な

っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
今

昔
巻
16
1
第
7
な
ど
を
経
た
上
で
の
衰
微
の
相
と
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
今
昔
物
語
集
本
朝
部
は
、
巻
十
六
を
観
音
讃
に
、
巻
十
七
を
そ
の

他
の
仏
菩
薩
謂
に
集
中
的
に
あ
て
て
い
る
。
巻
十
七
は
全
五
十
語
の
う
ち
第
三
十

三
ま
で
は
地
蔵
謂
で
、
残
り
が
弥
勒

・
文
珠

・
普
賢

・
毘
沙
門

・
吉
祥
天
な
ど
で
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を
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よ
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田
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人
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な
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子

越

前
の
男

(
五
位
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親

の

つ
く
る
観
音

三
日
ば

か
り

夢
中

の
お
告
げ

年
ご

ろ
使

ひ
し
女

女

よ
り
さ
ま
ざ
ま

の
物

け
う
ら
に
よ
き
袴

聖
武
時

貧
女
人

人あ
か
が
ね
の
観
音

雨
降
り
て
三
日

今

昔

物

語

巻

16
1
第
9

今

昔

物

語

巻

16
ー
第
7

宇

治

拾

遺
…
…

古

本

説

話
下

48

隣

の
使

男
よ
り
絹

・
米
他

着
た

る
絹

京貧
女

陸
奥
守
の
子

清
水
観
音

奄
に
住
む
娼

男
よ
り
衣

一
重

髪
三
ま
き

越
前
敦
賀

み
な
し
子

美
濃
の
勢
あ
る
人
の
子

親
の
つ
く
る
観
音

夢
中

の
お
告
げ

祖

に
使

わ
れ

し
女

の
娘

女
よ
り
多
く

の
物

紅

の
す
ず
し

の
袴

身

い
と

ろ
わ
き
女

と
き
ど
き
来

る
男

持
仏

の
観
音

雨

に
ふ
り

こ
あ
ら

る

親
に
使
わ
れ
し
女
従
者

紅
き
小
袴
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あ
る
か
ら
、

一
章
で
み
た
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
と
他
の
仏
菩
薩
等
の
物
語
数
の

割
合
は
、
霊
異
記
に
は
出
な
い
地
蔵
讃
を
除
け
ば
、
お
お
よ
そ
そ
の
ま
ま
で
今
昔

に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
今
昔
で
は
、
巻
十
六
以
外
の
巻
に
も

観
音
に
か
か
わ
る
語
り
が
相
当
数
含
ま
れ
る
。

つ
ま
り
、
奈
良
朝
か
ら
平
安
朝
中

ご
ろ
ま
で
の
間
、
も

っ
と
も
多
く
の
物
語
を
生
み
つ
づ
け
た
仏
菩
薩
は
観
音
で
、

そ
れ
ほ
ど
観
音
は
、
日
本
の
風
土
と
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
心
に
適

っ
た
客
神
だ

っ

た
の
で
あ
る
。
今
昔
物
語
に
は
、

「
観
音

ハ
一
切
衆
生

ノ
願
ヲ
満
給
フ
事
、
祖
ノ

子
ヲ
哀
ブ
ガ
如
シ
。
」

「観
音

ハ
誓
願
他

ノ
仏
菩
薩

ニ
ハ
勝

レ
給

ヘ
リ
。
」
と
い
っ

た
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
語
り

口
に
催
さ
れ
て
、
観
音

信
仰
は
、
誰
を
始
祖
と
い
う
わ
け
で
も

な
く
、
こ
の
辺
土
の
島
々
の
名
も
な
き
貧

女
貧
男
に
熱
烈
に
受
け
容
れ
ら
れ
、
い
ち
は
や
く
土
着
に
到

っ
た
仏
教
だ

っ
た
。

個
々
の
観
音
讃
は
、
ほ
と
ん
ど
が
孤
独

の
男
女
を
主
人
公
と
し
て
い
る
が
、
多

く
の
人
々
挙

っ
て
の
熱
狂
的
な
帰
依
ぶ
り

が
知
ら
れ
る
、
時
代
を
特
定
で
き
る
古

い
記
述
で
は
、
蜻
蛉
日
記
の
安
和
元
年

(九
六
八
)
の
は

つ
せ
参
り
の
記
事
が
参

(5
)

考

に

な

る

だ

ろ
う

。

○

又

の
日
、
霜

の
い
と
し
ろ
き

に
、
ま
う

で
も

し
か

へ
り
も
す

る
な
め
り

。
脛
を
布

の
は
し
し

て
ひ
き

め
ぐ
ら
か
し
た
る
も

の
ど

ん
、
あ
り
き
ち
が

ひ
さ
わ
ぐ
め
り

。
し

と
み
さ
し
あ
げ

た
る
と
こ
ろ
に
や
ど
り

て
、
湯

わ
か
し
な
ど
す

る
ほ
ど
見
れ
ば

、
さ

ま
ざ
ま
な
る
人

の
い
き

ち
が
ふ
、
を

の
が
じ
し

は
お
も
ふ

こ
と

こ
そ
は
あ
ら
め
と

み

ゆ
。

三

 

古
本
説
話
集
54
の
津
の
国
の
語
り
、
今
昔
と
宇
治
拾
遺
に
出
る
越
前
の
国
の
語

り
が
、
殖
槻
寺
の
語
り
と
相
違
す
る
こ
れ
ま
で
触
れ
な
か

っ
た
重
要
な
点
は
、
観

音
が
夢
の
中
で
お
告
げ
を
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

霊
異
記
中
第
34
に
お
い
て
、
女
が
観
音
に
切
実
な
願
い
ご
と
を
す
る
に
あ
た

っ

て
は
、

「
像
に
繋
け
た
る
縄
を
引
き
」
な
が
ら
し
た
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
た
。

こ
の
、
像
に
縄
を
か
け
て
そ
れ
を
引
き
、
仏
像
に
意
を
通
じ
よ
う
と
す
る
行
為
は
、

霊
異
記
で
は
、

「
神
主

(執
金
剛
)
の
跨
に
縄
を
繋
け
て
引
き
」(
中
第
21
)
「(
泊

瀬
)
観
音
菩
薩
の
手
に
縄
を
繋
け
引
き
て
白
し
て
言
は
く
…
…
…
我
に
銭
を
施
せ
」

(下
第
3
)
な
ど
と
他
に
も
み
ら
れ
、
初
期
造
仏
時
代
独
特
の
意
思
伝
達
を
は
か

　
　
　

る
作
法
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
昔
巻
16
ー
第
8
の
相
当
部
分
は
、

「
観
音

二
懸

奉
レ
ル
糸
ヲ
引
テ
」
と
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
臨
終
に
阿
弥
陀
仏
の
手
に
五
色

の
糸
を
懸
け
て
引
く

(今
昔
巻
15
1
第
12

・
第
40
な
ど
)
作
法
を
連
想
す
る
。
し

か
し
、
請
願
の
作
法
と
し
て
は
、
・今
昔

で
は
霊
異
記
を
承
け
た
も
の
以
外
に
お

い
て
あ
ま
り
そ
う
し
た
記
述
は
み
ら
れ
な
い
し
、
観
音
物
語
を
主
と
す
る
古
本
説

話
下
巻
に
も
な
い
。
お
そ
ら
く
平
安
期
に
は
廃
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
代
わ
る
観
音
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
の
方
法
が
、
夢
の
中
で
お
告
げ

を
得
る
と
い
う
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
夢
は
、
古
く
か
ら
神
意
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
神
霊
的
な
場
と

　
　
　

し
て
、
記
紀
等
に
記
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
た
だ
、
霊
異
記
で
は
、

一
章
で
触

れ
た
景
戒
自
身
の
夢
合
せ
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
割
に
は
、

一
般
の
観
音
謂
に

お
け
る
夢
と
の
関
わ
り
は
希
薄
で
、
か
ろ
う
じ
て

一
つ
、
上
第
18
に

「
法
華
経
を

憶
持
し
現
報
を
得
て
奇
し
き
表
を
示
す
縁
」
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大

和
葛
城
の
持
経
者
丹
治
比
某
が
、
法
華
経
中
唯

一
字
の
み
を
ど
う
し
て
も
憶
持
調

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

「観
音
に
因
り
て
悔
過
」
し
た
と
こ
ろ

「
夢
に
人

有
り
て
」
前
生
に
お
い
て
灯
に
法
華
経
の

一
文
字
を
焼
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ

と
告
げ
ら
れ
る
。
そ
の
前
生
と
し
て
告
げ
ら
れ
た
伊
予
の
国
猿
の
家
に
行

っ
て
み

る
と
、
ま
さ
し
く
先
の
世
の
父
母
で
あ
る
翁
姥
が
居
り
、
亡
く
な

っ
た
そ
の
子
だ

と
い
う
わ
が
身
の
前
生
が
住
ん
で
い
た
堂
に
は
、
灯
に
焼
け
た
法
華
経

が
あ

っ

た
。
こ
う
し
て

「
過
現
の
二
生
、
重
ね
て
本
経
を
諦
し
、
現
に
二
父
に
孝
し
、
美
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き
名
後
に
伝
ふ
」
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ま
こ
と
に

「法
華
の
威
神
、
観
音
の
験

力
」
で
あ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
、
夢
の
中
の

「
人
」
が
観
音

の
変
化
な
の
か
ど
う
か
は
、
言
及
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終

っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
霊
異
記
成
立
に
お
く

れ
る
こ
と
二
百
年
余
り
、
お
お
よ
そ
平
安

中
期
の
十
世
紀
後
半
か
ら
十

一
世
紀
前
半
の
法
華
持
経
者
の
事
跡
が
中
心
と
な

っ

(
8
)

て
記
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
鎮
源
の
法
華
経
験
記
で
は
、
百
二
十
九
語
の
ほ
ぼ

半
数
に
及
ん
で
夢
に
か
か
わ
る
記
事
が
み
ら
れ
る
。
他
に
も
仮
死
中
の
冥
土
め
ぐ

り
な
ど
は

つ
ま
り
は
夢
で
あ

っ
た
ろ
う

か
ら
、
持
経
者
た
ち
は
、
仏
菩
薩
の
世
界

も
前
世

・
来
世
の
実
相
も
、
す
べ
て
夢

に
よ

っ
て
う
か
が
い
夢
に
よ

っ
て
覚
る
と

い

っ
た
趣
で
、
夢
を
見
れ
ば
覚
め
て
そ
れ
を
語
り
、
そ
の
語
り
の
イ
ン
パ
ク
ト
で

ま
た
他
も
似
た
よ
う
な
夢
を
見
る
と
い

っ
た
具
合
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

法
華
経
験
記
と
は
、
法
華
経
八
巻
の
貴

い
文
字
に
刻
さ
れ
て
は
あ

っ
て
も
、
現
実

い

め

に

は

不

可

視

の
世

界

を

、

い

か

に

夢

(
斎

目

)

に

お

い

て
具

体

的

な

イ

メ

ー

ジ

ー-

し
る
し

験
と
し
て
体
験
す
る
か
と
い
う
、
持
経
者
た
ち
の
共
同
夢
想
体
験
の
記
録
だ

っ
た

と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
二
人
三
人
が
同
じ
夢
を
見
る
と
い
っ
た
こ
と
が
古
代

し
ば
し
ば
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
平
安
前
期
の
持
経
者
た
ち
は
、
ま
さ
し
く

百
人
千
人
同
夢
を
見
、
解
釈
を
絶
し
た

そ
の
仏
菩
薩
諸
天
の
世
界
、
前
世
来
世
の

実
在
性
を
熱
く
語
り
合

っ
て
い
た
。
け
だ
し
、

一
つ
の
信
仰
集
団
と
は
、

一
般
に

そ
の
よ
う
に
成
立
し
う
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
ふ
つ
う
夢
と
は
、
今
夜

こ
ん
な
夢
を
見
た
い
と
思

っ
て
も
な
か
な

か
意
の
と
お
り
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
夜
思
い
が
け
ず
に
、
日
頃
心
の
隅

に
ひ
っ
か
か

っ
て
い
る
事
ど
も
が
種
々
の
勝
手
な
脈
絡
を
得
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い

っ

た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
法
華
験
記
中
の

一
記
事
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
ん

な
風
に
1

日
々
い
く
ら
努
力
し
て
も

覚
え
き
れ
な
い
大
部
な
経
文
、
経
文
が
覚

え
ら
れ
な
い
の
は
前
世
の
宿
因
に
よ
る

の
だ
と
い

っ
た
、
す
で
に
霊
異
記
か
ら
見

ら
れ
た
記
憶
力
弱
い
者

へ
の
い
さ
さ
か

の
慰
め
風
の
取
沙
汰
、
秋
の
夜
長
経
を
調

し
な
が
ら
半
ば
無
意
識
に
耳
に
し
て
い
た
キ
リ
ギ
リ
ス
の
声
、
そ
れ
ら
が
浅
い
眠

り
の
中
で
ふ
と
脈
絡
を
得
て
夢
に
な
り
、
前
生
は
僧
房
の
壁
に
と
ま

っ
て
法
華
経

読
諦
を
聞
い
て
い
た
キ
リ
ギ
リ
ス
で
あ

っ
て
、
読
経
中
疲
れ
て
壁
に
も
た
れ
て
休

息
し
た
僧
の
頭
で
圧
し

つ
ぶ
さ
れ
て
死
ん
だ
だ
め
、
そ
の
後
聴
聞
か
な
わ
な
か

っ

た
部
分
の
経
文
が
今
生
の
記
憶
に
も
止
ま
ら
な
い
の
だ
、
と
夢
中
で
自
ら
納
得
す

る

ー

。

と

こ

ろ
が

、

も

と

も

と

往
古

の

「
ひ

じ

り
」

と

は
、

身

を

き

よ

め
祈

念

し
て
見
る
イ
メ
に
よ

っ
て
神
意
を
う
か
が
う
者
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の

流
れ
に

つ
な
が
る
持
経
の
ひ
じ
り
の
中
に
は
、
何
ゆ
え
に
経
文
を
調
持
す
る
こ
と

が
か
な
わ
な
い
の
か

「仏
神
に
祈
り
乞
ひ
て
応
に
こ
の
こ
と
を
知
ら
む
」
と
い
う

者
も
あ

っ
た
わ
け
で
、

○
即
ち
稲
荷

に
籠
り

て
百
日
祈
念
す
れ
ど
も
、
更
に
其
の
感
無
し
。
長
谷
寺

・
金
峰
山

に
各

一
夏
を
期

れ
ど
も
、
更
に
応
を
得
ず
。
熊
野
山

に
詣
り
て
、
百
日
勤
修
す
る
に

夢
想

に
示

し
て
云
は
く
、

「
我
此
事

に
於
て
は
力

及
ば

ざ
る
所
な
り
。
住
吉

明
神

に

申
す

べ
し
」
と

の
た
ま
ふ
、
沙
門
夢
の
告
に
依

り
て
住
吉
社

に
参

り
、
百
日
祈
祷
す

る
に
、

明
神
告
げ

て
言

は
く

、

「
我
亦
知
ら
ず

、

伯
書

の
大
山

に
申
す

べ
し
」

と

の
た
ま

ふ
。
沙
門
伯
書

の
大

山
に
参
詣

し
、

一
夏
精
進
す

る
に
、
大
智

明
菩
薩
夢

に

告
げ

て
言

は
く

、

「我
汝

が
本
縁
を
説

か
む

。
…
・…

・

(法
華
経
験
記
中
第
80
一

七
巻
持
経
者
明
蓮
法
師

)

と
、
得
心
で
き
る
夢
告
が
あ
る
ま
で
四
方
の
霊
験
所
を
祈
念
し
ま
わ
る
こ
と
も
し

ば
し
ば
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

法
華
経
験
記
が
、
そ
の
事
跡
を
記
す
沙
門
た
ち
は
、
む
ろ
ん
み
な

「
よ
き
夢
想
」

(中
第

69
)
を
得
た
い
と
念
じ

つ
つ
持
経
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
あ
え

て
右
の
よ
う
に
特
定
の
仏
神
よ
り
夢
告
を
得
よ
う
と
働
き
か
け
た
こ
と
が
特
記
さ

れ
る
者
は
多
く
は
な
く
、
右
以
外
で
は
、

○
沙
門
安
勝
は
、
其
の
色
極
め

て
黒
し
。

-
長
谷
寺
に
詣

で
て
観
音
に
白
し

て
言
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は
く

、

「
何

な
る
因
あ

り
て
か
世
間
の
人

に
違
ひ

て
此

の
身
黒
色
な

る
。
観
音

の
神

通

に
て
宿
世
を
知

ら
し
め
た
ま

へ
。
」
と

い
ふ
。
か
く

の
如
く
祈
念
し

て
三
日
堂
に

侍

る
に
、
夜
半
夢

に
見
ら
く
、

一
の
貴
女
有
り
、
端
正
な
る

こ
と
比
な
し

。
衣

服
に

香
を
薫
じ

て
、
比
丘

に
告
げ
て
言
は
く
…
…
…

(上
第

26
)

○
沙
門
恵
増

は
醍
醐

の
僧

な
り
。
…
…
…

一
応

に
法
華
経
を
読
む

に
…
…
…
二
字
廃

忘

し

て
通
利

せ
ら
れ
ず

。
…
…
…
遂
に
思
願
を
廻
ら
し

て
、
長
谷
寺

に
参

り
、
七

日
籠

居
し
て
此
の
事
を
祈
念
す
ら
く
、

「
大
悲
観
音
我

に
経

の
二
字
を
憶
念

せ
し
た
ま

へ
。
」

と

い
ふ
。
又
七

日
を

過
ぎ
已

へ
て
夢
に
、
御
前

の
帳

の
裏
よ
り
老
僧
出

で
来
た
り
て

言
は
く

…
…
…

(上

第
31
)

○
沙
門
永
慶

は
、
覚
超

僧
都
の
弟
子

に
て
、
樗
厳
院

の
住
僧
な
り
。

…
…
…
本

山
を
出

で
て
箕
面

の
滝
に
籠
る
。
夜
仏
前

に
在
り

て
、
経
を
調
し
拝
礼
す

。
左
右

の
人
々
睡

り
臥
す

に
同
じ
き
夢
あ
り
、
老
狗
高
き
音

に
吼
え
、
立
居
し

て
仏
を
礼

す
と

。
…
-

(
永
慶

)
事

の
縁
を
知

ら
む
と
欲
し
、
七

日
食
を
断
ち

て
堂

に
籠
り

て
祈

念
せ
り
。

第
七

日
に
至
り
て
夢

に
、
龍
樹

菩
薩
宿
老

の
形
を
現
じ

て
告
げ

て
云

は
く

…
(中

第

53
)

な
ど
で
あ
る
。

そ
し
て
、
あ
く
ま
で
こ
れ
ら
で
み
る
か
ぎ
り
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
祈
念
す

る
の
は
日
頃
住
し
属
し
て
い
る
法
隆
寺
や
醍
醐
寺
や
横
川
の
自
房
や
本
尊
の
前
で

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
長
谷
や
箕
面
や
、
金
峰
山

・
熊
野

・
大
山
と
い

っ
た
い

わ
ゆ
る
修
験
の
霊
場
に
詣
で
赴
い
て
祈
念
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
え
て
夢
告

を
乞
う
に
は
乞
う
場
所
と
い
う
も

の
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
法
華
経
験
記

で
は
、
そ
の
う
ち
の
長
谷
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
祈
念
す
る
の
は
観
音
に
す
る
の

で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
。
沙
門
安
勝
お
よ
び
恵
増
は
、
い
つ
ご
ろ
の
人
物
か
定

か
で
な
い
が
、
験
記
上
巻
は
、
鎮
源
未
生

以
前
の
十
世
紀
の
僧
た
ち
の
事
跡
を
中

心
に
お
お
よ
そ
年
代
順
に
配
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
安
勝

・
恵
増
の
前
後
に
お
い

て
年
次
が
あ
る
程
度
探
れ
る
者
は
、
慈
念
大
師

(
天
徳
四
年
没
)
の
弟
子
蓮
坊
阿

闊
梨

(第
20
)
、
中
関
白

(
道
隆
)
の
北
政
所
貴
子

(長
徳
二
年
没
)
が
帰
依
し

た
と
い
う
沙
門
光
日

(
第
21
)
、
聖
救
大
僧
都

(長
徳
四
年
没
)

の
弟
子
円
久

(第
39
)
な
ど
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
も
ほ
ぼ
十
世
紀
後
半
ご
ろ
の
人
物
と
み
な
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
二
章
の
結
び
に
記
し
た
蜻
蛉
日
記
の
筆
者
の
長

谷
詣
で
と
同
じ
こ
ろ
で
あ
り
、
少
く
と
も
そ
の
こ
ろ
よ
り
以
前
か
ら
、
長
谷
寺
は
、

い
ち
早
く
夢
を
さ
ず
か
る
観
音
の
霊
場
と
し
て
僧
俗
上
下
に
開
か
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
霊
異
記
下
第
3
に
記
さ
れ
る
、

「
帝
姫
阿
倍
天
皇
代
」

大
安
寺
の
沙
門
弁
宗
が
、
泊
瀬
の
十

一
面
観
音
の

「手
に
縄
を
繋
け
」
そ
れ
を
引

き
な
が
ら

「銭
を
施
せ
」
と
称
名
し
願
求
し
た
と
い
う
時
か
ら
、
二
百
年
余
を
経

て
い
る
。
そ
の
二
百
年
程
の
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
長
谷
卜

一
面
観
音
の
霊
験
を

祈
念
す
る
に
は
、
仏
像
に
縄
を
か
け
て
引
く
と
い
う
即
物
的
な
方
法
で
な
く
、

「自
ラ
少
ノ
便

モ
可
与
給
ク

ハ
、
其
ノ
由
ヲ
夢

二
示
シ
給

へ
。
」

(今
昔
巻
16
1

第
28
)
と
い
う
よ
う
に
、
夢
に
よ
る
い
わ
ば
内
観
的
な

コ
ン
タ
ク
ト
の
方
法
に
転

じ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
法
華
経
験
記
で
見
る
と
、
夢
に
現
わ
れ
お
告
げ
を
下
す
の
は
、

別
に
観
音
ば
か
り
で
は
な
く
、
普
賢

(上
第
20

・
下
第
87
)
や
龍
樹

(
中
第
53
)

で
あ

っ
た
り
、
単
な
る
菩
薩

(
中
第
64
)
で
あ
っ
た
り
、
帝
釈
ら
し
き
も
の

(
上

第
23
)
や
毘
沙
門

(
上
第
20
)
で
あ

っ
た
り
と
様
々
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
観

音
が
と
く
に
夢
告
を
下
さ
る
と
い
う
こ
と
と
、
長
谷
観
音
が
と
く
に
夢
告
を
下
さ

る
と
い
う
こ
と
と
は
、
ど
ち
ら
が
先
だ

っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
後
者
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
も
と
も
と

「
ひ
じ
り
」
た
ち
が
祈

念
し
て
籠
る
霊
験
所
の

一
つ
で
あ

っ
た

「
こ
も
り
く
の
泊
瀬
」
に
、
奈
良
朝
、
い

わ
く
あ
り
げ
な
霊
木
を
刻
ん
だ
十

一
面
観
音
が
た
て
ま

つ
ら
れ
、
そ
こ
で
、
新
羅

・

震
旦
に
ま
で
鳴
り
響
い
た
と
い
う
そ
の
霊
験
は
、
と
り
わ
け

「
ひ
じ
り
」
た
ち
の

ず
)

祈
念
し
て
見
る
夢
に
お
い
て
示
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
僧
俗
貴
賎
の
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絶
大

な

帰

依

の

中

で
、

い

つ
し

か
大

悲

の

観
音

は

何

人

の
夢

に
も

へ
だ

て

な

く

姿

を

現

わ

し

て

お

告

げ

を

下

さ

る

こ
と

に

な

り

、

さ

ら

に

は

、

京

よ

り

「
専

ラ

ニ
歩

ヲ
運

バ
」

ね

ば

な

ら

な

い
長

谷

に
詣

で

る

ま

で

も

な

く

、

清

水

の
観

音

で
も

、

田

舎

人

の
持

仏

の
観

音

で
も

、

ひ

た
す

ら

に

「
た

の
み

奉

れ

」

ば

、

お

の

ず

か

ら

夢

枕

に

お

立

ち

下

さ

る

と

い

う

こ
と

に

な

っ
た

の

だ

と

推

察

さ
れ

る

。

さ

て
、
今
昔

物

語
集

巻
十

六

の
観
音

諏

の
中

で

は

、

夢

に

お
告

げ
を

得

る

と

い

っ

た

記

述

が

あ

る

も

の
は

八

語

あ

る

。

う

ち

二

語

(
第

3

・
第

26

)

は

、

法

華

経

験

記

に

も

あ

る

も

の

で
、

念

じ

て

夢

に

見

る

と

い
う

よ

り

、

刀
難

や

弓

矢

の
難

を

逃

れ

て
後

、

お

の
ず

か

ら

の

夢

に

、

実

は

身

代

り

と

な

っ
た

の
だ

と

観

音

か

ら

告

げ

ら

れ

る

と

い

っ
た

も

の

で

あ

る

。

そ

の

他

に

つ
い

て
は

、

長

谷

寺

に

関

わ

る

も

の

一
例

、

清

水

寺

三
例

、

六

角

堂

一
例

、

そ

し

て
越

前

敦

賀

の

女

の
持

仏

一
例

で
あ

り

、

い
ず

れ

の
場

合

も

、

極

貧

の

男

女

が

、

最

後

の
拠

り

所

と

し

て
観

音

の
御

前

に
参

っ
て

「
助

け
給

へ
」

と

た

の

み

奉

っ
て
後

、

夢

に
貴

げ

な

僧

が

現

わ

れ

お

告

げ

を

得

る

と

い

っ
た

パ

タ

ー

ン
に

な

っ
て

い
る

。

と

こ

ろ

で
、

法

華

経

験

記

に

記

さ

れ

る

よ

う

な

僧

た

ち

が

、

長

谷

等

に

参

籠

し

て
夢

に

よ

っ
て
何

を

う

か

が

お

う

と

し

た

か

と

い

え
ば

、

何

の
因

果

で
他

よ

り

肌

の
色

が

黒

い

の

か
、

あ

る

い

は

経

を

記

憶

で
き

な

い

の

か

と

い
う

前

世

か

ら

現

世

へ
の

因
果

の

理
を

見

極

め

た

い
と

念

じ

た

の

で
あ

っ
た

。

そ

れ

に

対

し

て
、

長

谷

や
清
水

の
観

音

に
夢

の
お

告
げ

を
乞

う
た

貧

男
貧

女

の
場

合

は

、

今

昔

に

よ

れ

ば

、

○
我

レ
、
身
貧

ク

シ
テ

一
塵

ノ
便
元

シ
。
若

シ
、
此

ノ
世

二
此
ク

テ
可
止
ク

ハ
、
此

ノ

御
前

ニ
シ
テ
干

死

二
死
ナ

ム
。
若

シ
、
自
然

ラ
少

ノ
便

ヲ
モ
可
与
給

ク

ハ
、
其

ノ
由

ヲ
夢

二
示

シ
給

へ
。

(参
長
谷

男
依
観
音
助
得
富
語
第

28
)

○
長
谷

ノ
観
音

コ
ソ
難
有
キ
人

ノ
願

ヲ
バ
満
給

フ
ナ
レ
。
我

ノ
ミ
其

ノ
利
益

二
可
漏

キ

ニ
非
ズ
…
…
…
願

ク

ハ
、
観
音
大
悲

ノ
利
益

ヲ
以
テ
、
我

二
柳

ノ
便

ヲ
給

へ
。

…
…
…

前
世

ノ
宿
報
拙

シ
テ
、
貧

シ
キ
身

ヲ
得

タ
リ

ト
モ
、
観
音

ハ
誓
願
、
他

ノ
仏
菩
薩

ニ

ハ
勝

レ
給

ヘ
リ
ト
聞
ク
。
必
ズ
我

レ
ヲ
助

ケ
給

へ
。

(仕
長
谷
観
音
貧
男
金
死
人
語
第
29
)

○
讐

ヒ
、
前
世

ノ
宿
報
拙

シ
ト
云

フ
ト
モ
、
只
少

シ
ノ
便

ヲ
給

ラ
ム
。

(貧
女
仕
清
水
観
音
給
御
帳
語
第

30
)

○
観
音
、
我

レ
ヲ
助

ケ
給

へ
。
年
来
愚

ミ
ヲ
懸
奉

テ
参

リ
候

ツ
ル
験

ニ
ハ
、
本

ノ
如
ク

我
ガ
身

ヲ
顕

シ
給

へ
。

(隠

形
男
依
六
角
堂
観
音
助
顕
身
語
第
32
)

○
我

レ
年
来
観
音

ヲ
愚

ミ
奉

テ
勲

二
歩

ヲ
運
ブ
ト
云

ヘ
ド
モ
、
身
貧

ク
シ
テ
少

ノ
便
リ

元

シ
。
讐

ヒ
前
世

ノ
宿
業
也

ト
云

フ
ト
モ
、
何
力
柳

ノ
利
益

ヲ
不
蒙
ザ

ラ
ム
。

(貧
女
仕
清
水
観
音
得
助
語
第

33
)

○
我
ガ
祖

ノ
思

ヒ
俸

テ
シ
験

シ
有

テ
、
我

ヲ
助
ケ
給

へ
。

(
越
前
国
敦
賀
女
蒙
観
音
利
益
語
第
7
)

と
い
っ
た
祈
念
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
彼
ら
の
参
籠
は
、
わ
が
身
の
不
幸
が
、
前

世
の
宿
報
で
あ
る
に
し
て
も
、
と
も
か
く
日
ご
ろ
勲
う
に
た
の
み
、
あ
る
い
は
親

の
代
か
ら
た
て
ま
つ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
さ
さ
か
の
便
を
与
え
て
く
れ
、

助
け
て
く
れ
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
と

「
恨
み
申
」
た
り

「
恐
喝
」
し
て
居
座
る

と
い
う
の
に
近
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
主
を
た
の
ん
で
仕
え
た
家
の
子
の
身
勝

手
な
恨
み
言
の
趣
で
、
観
音
が
平
安
期
の
俗
衆
に
熱
烈
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
は
、

あ
く
ま
で
そ
う
し
た
生
々
し
い
人
間
性
を
投
射
し
た
現
世
利
益
の
菩
薩
と
し
て
で

あ

っ
た
。

奈
良
時
代
、
僧
も
俗
も
お
し
な
べ
て
観
音
に
念
じ
た
こ
と
は
、
霊
異
記
の
記
述

に
よ
れ
ば

「
財
を
施
せ
」

「福
を
給

へ
」
と
い
う
あ
た
り
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が

平
安
時
代
、
僧
た
ち
の
願
い
は
宿
報
を
覚
知
し
た
り
、
せ
い
ぜ
い
経
文
を
憶
持
す

る
力
を
乞
う
た
り
と
い
っ
た
、
す
こ
ぶ
る
観
念
的
な
祈
念
に
転
じ
て
い
た
。
お
そ

ら
く
こ
れ
は
、
荘
園
制
を
土
台
に
し
た
個
々
の
大
寺
院
中
心
に
、
い
わ
ゆ
る
世
俗

を
超
越
し
た
、
す
な
わ
ち
実
生
活
か
ら
遊
離
し
た
僧
団
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
と
軌

を

一
に
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
招
福
除
災
の
有
難
い
客
神
と
し
て
迎
え
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入
れ
ら
れ
た
観
音
信
仰
の
主
流
は
、
平
安
期
、

意
に
あ
え
ぐ
多
く
の
貧
男
貧
女
の
中
に
流
れ
、

き
致
福
の
カ
ミ
と
し
て
浸
透
し
た
の
で
あ
る
。

四

僧
団
よ
り
も
む
し
ろ
、
生
の
不
如

彼
ら
の
直
裁
な
渇
仰
を
い
や
す

べ

観
音
は
、

「
種
々
の
形
を
以
て
」

「
自
在
の
神
力
在
り
て
娑
婆
世
界
に
遊
ぶ
」

と
経
に
説
か
れ
る
。
し
か
も
観
音
は

「
一
切
衆
生
の
願
を
満
給
ふ
事
、
祖
の
子
を

哀
ぶ
が
如
し
」

(
今
昔
巻
16
1
第
(29

●
第
18
)
だ
と
い
う
・
な
ら
ば
も
ろ
も
ろ
の

衆
生
た
る
も
の
、
い
か
に
す
れ
ば
こ
の
娑
婆
世
界
で
そ
の
有
難
い
生
身
の
観
音
に

め
ぐ
り
逢
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か

ー

と
い
う
人
々
の
願
い
に
、
ま
こ

と
に
楽
し
く
応
え
た
の
が

「
信
濃
国
筑
摩
の
薬
湯
」
に
湯
浴
み
に
現
わ
れ
た
観
音

で
あ

っ
た

(宇
治
拾
遺
90

・
今
昔
巻
19
1
第
11

・
古
本
説
話
69
)
。
そ
こ
で
は
観

音
は
、
あ
ら
か
じ
め
夢
に
お
告
げ
を
し
た
上
で
、

O
年
三
十
ば
か
り

の
男

の
ひ
げ
黒

き
が
、
綾
藺
笠
着

て
、
節
黒

な
る
胡
錬

・
皮
巻
き

た

る
弓
持
ち

て
、
紺

の
襖
着

た
る
が
、
夏
毛
の
行
縢

(
白

た
び

)
は
き

て
、
葦
毛

の
馬

に
乗
り

て

と
い
う
武
者
の
形
で
現
わ
れ
た
。
人
々
は
、
居
あ

つ
ま
り
待
ち
奉
り
、
ま
こ
と
の

観
音
と
し
て
拝
み
に
拝
ん
だ
。

つ
ま
り
そ
の
時
、
す
で
に
筑
摩
の
湯
周
辺
の
人
々

に
、
観
音
と
は
万
の
変
化
の
姿
を
も

っ
て
娑
婆
世
界
に
遊
び
た
ま
う
と
い
う
唱
導

が
ゆ
き
わ
た

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方

、
単
に
狩
の
と
き
落
馬
し
て
折

っ
た
肱

を
治
し
に
来
た
だ
け
の
狩
装
束
の
男
は
、

ぞ
ろ
ぞ
ろ

つ
い
て
来
て
は

「拝
み
の
の

し
る
」
人
々
に
困
惑
し
た
挙
句

つ
い
に

「
わ
が
身
は
さ
ば
観
音
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」

と
、
い
わ
ば
自
ら
の
観
音
性
に
目
覚
め
、

「
こ
と
は
法
師
に
成
な
ん
」
と
、
直
情

の
東
人
ら
し
く
た
ち
ま
ち
弓
矢
刀
を
捨

て
て
法
師
に
成

っ
た
。

つ
ま
り
、
応
化
自

在
と
は
い
え
、
や
は
り
武
者
よ
り
は
法
師

の
方
が
観
音
ら
し
い
と
思
わ
れ
た
の
で

あ

る

。

こ

の
語

り

が
事

実

あ

っ
た

こ
と

と

し

て

の

信
愚

性

を
も

つ
の
は

、

な

っ
た

後

、

○
横
川

に
の
ぼ

り
て
、
か
て
う
僧
都

の
弟

子
に
な
り

て
、

左
の
国
に
往

に
け
り

。

男
が
法
師
に

横
川

に
住
む
。
そ
の
後

は
土

と
結
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
横
川
の

「
か
て
う
僧
都
」
は
、
今
昔
は

「覚
朝
」

と
記
す
が
該
当
者
が
な
く
、
都
率
の
僧
都

「覚
超
」
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て

(
U
)

い
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
可
能
性
が
高
く
、
古
本
説
話

・
宇
治
拾
遺
の
語
り
口
か
ら

す
れ
ば
、
覚
超
僧
都
の
名
が
よ
く
知
ら
れ
た
時
代
の
語
り
で
、
お
そ
ら
く
法
華
経

験
記
成
立
の
こ
ろ
に
は
あ

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
土
左
に
往
に
け
り
」
と
は
、

四
国
辺
地
を
踏
む
修
行
者
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

は
じ
め
の
夢
の
お
告
げ
を
合
理
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
時
代

は
や
や
下
る
と
み
ら
れ
る
が
、
宇
治
拾
遺
が
収
め
る
院
政
期
ご
ろ
の
語
り

「蔵
人

得
業
猿
沢
池
竜
事
」
の
よ
う
に
、
人
を
か

つ
ぐ
狂
言
の
徒
が
居
て
、
素
朴
な
人
々

が
そ
れ
を
真
に
う
け
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
ま
れ
こ
こ
で
注
意

し
た
い
の
は
、
観
音
な
ら
ば

「
法
師
に
成
な
ん
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
う
つ

し
身
の
観
音
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
や
は
り
僧
形
で
あ
る
。
法
華
経
験
記
に
お
い
て
も
、

夢
中
の
仏
菩
薩

の
お
告
げ
は
、
ほ
と
ん
ど
が

「
老
僧
」
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る

(
第
2

.
20

・
31

.
36

・
91

.
皿

.
……
な
ど
、
26
は
例
外
的
に

「貴
女
」
)
。

今
昔
巻
十
六
の
観
音
謂
で
も
、

「
貴
く
気
高
き
僧
」

(
第
2

・
31

・
33
)

「貴
げ

な
る
僧
」

(
32
)

「
老
い
た
る
僧
」

(
7
)

「
僧
」

(
26

・
28
)

「人
」

(
30
)

と
あ
り
、
や
は
り
ほ
と
ん
ど
が
僧
形
で
あ
る
。
霊
異
記
下
第
38
で
景
戒
は
、

「

(自
ら
の
夢
中
の
)
沙
弥
は
観
音
の
変
化
な
ら
む
。
何
を
以
て
の
故
に
と
な
ら
ば
、

未
だ
具
戒
を
受
け
ざ
る
を
沙
弥
と
す
。
観
音
も
亦
爾
り
。
正
覚
を
成
す
と
錐
も
、

有
情
を
饒
益
せ
む
が
故
に
、
因
位
に
居
り
。
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
沙
弥

ー



24第17号

 

要紀学大良奈

持
経
者
た
ち
こ
そ
が
、
ま
ず
は
夢
中
に
仏
菩
薩
を
見
、
お
告
げ
を
得
始
め
た
の
で

あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
が
投
影
さ
れ
も
し

て
、
夢
中
の
観
音
は
僧
形
で
あ
る
と
い
う

の
が

一
般
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
、
二
章
を
中
心
に
見
て
き
た
よ
う
な
観
音
謂
に
お
い
て
、
う
つ
し

身
の
観
音
だ

っ
た
と
後
に
な

っ
て
知
ら
れ
る
者
は
、
沙
弥
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

多
く
の
場
合
身
近
な
女
人
、
そ
れ
も
相
対
的
に
身
分
賎
し
い
と
み
ら
れ
る
女
人
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
高
貴
な
女
人

へ
の
変
化
も
語
ら
れ
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

か
の

「
黒
色
の
沙
門
安
勝
」
が
長
谷
に
参
詣
し
て
乞
う
た
夢
に
は
、

「
一
の
貴
き

女
あ
り
、
端
正
な
る
こ
と
比
な
し
、
衣
服
に
香
を
薫
じ
て
比
丘
に
告
げ
て
言
は
く
」

と
い
う
の
で
あ

っ
た
し
、
ま
た
、
今
昔
巻
16
ー
第

18
の

「
石
山
観
音
為
利
人
付
和

歌
末
語
」
に
は
、
国
司
に
妻
を
横
ど
り

さ
れ
そ
う
に
な

っ
た
郡
司
を
助
け
て
和
歌

の
末
を

つ
け
て
く
れ
た
の
は
、

「
糸
若

ク

ハ
元
キ
女
房

ノ
気
高
ゲ
ナ
ル
、
市
女
笠

ヲ
着
テ
共

二
女

一
二
許
」
と
い
う
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
高
貴
な
女

人

へ
の
変
化
謂
が
様
々
な
類
型
を
生
ん
で
さ
か
ん
に
口
承
さ
れ
た
よ
う
な
気
配
は
、

少
く
と
も
古
代
観
音
謂
中
に
は
認
め
が
た
い
。
な
ぜ
観
音
は
、
こ
の
辺
土
で
の
う

つ
し
身
を
、
多
く
下
賎
の
女
人
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
か

ー

。

そ
の
こ
と
は
、
二
章
で
図
示
し
た
大
和
殖
槻
寺
の
辺
を
発
祥
と
し
た
語
り
が
、

ど
の
よ
う
な
人
々
に
も

っ
と
も
よ
く
支
持
さ
れ
口
承
さ
れ
た
か
を
考
え
れ
ば
、
お

の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
、
観
音
に
助
け
ら
れ
る
主
人
公
の
女

(も
と
は

よ
き
人
の
娘
で
あ

っ
た
が
貧
し
く
孤
り
身
と
な

っ
た
女
)
に
似
た
境
涯
の
者
で
あ

る
以
上
に
、
観
音
の
変
化
と
さ
れ
た
女
人
た
ち
ー

も
と
よ
り
貧
し
く
、
賎
し
い

下
仕
え
と
な
る
し
か
生
き
る
道
の
な
か

っ
た
女
た
ち
の
層
で
あ
ろ
う
。
津
の
国
や

越
前
の
国
の
語
り
、
あ
る
い
は
清
水
の
娼
の
場
合
な
ど
を
見
れ
ば
、
彼
女
た
ち
の

甲
斐
甲
斐
し
い
世
話
や
親
切
な
ふ
る
ま

い
に
、
と
り
わ
け
詳
し
く
意
を

つ
く
し
た

語
り
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
彼
女
た
ち
は
、
み
ず
か

ら
の
層
を
観
音
の
変
化
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
る
に
足
り
な
い
下
仕
え
の
女

や
霊
験
所
界
隈
の

一
人
身
の
娼
も
、
も
し
か
し
た
ら
観
音
の
変
化
か
も
知
れ
な
い

(12
)

と
、
人
々
に
顧
み
ら
れ
る
よ
う
説
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
ま
れ
ま
れ

に
あ
わ
れ
み
を
か
け
ら
れ
る
だ
け
の
そ
の
よ
う
な
身
も
、
い
つ
か
は
い
さ
さ
か
の

便
り
を
得
て
あ
わ
れ
み
を
か
け
る
側
に
な
り
た
い
と
の
希
い
を
托
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
ま
た
、
報
わ
れ
る
こ
と
少
い
下
々
の
深
切
を
観
音
の
大
悲
に
な
ぞ
ら
え

る
こ
と
で
、
日
々
慰
め
と
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
観
音
は
、
こ
の
辺
土
の
、
経
の

一
文

字
も
知
ら
な
い
底
辺
の
女
人
た
ち
の
深
い
情
の
中
に
、
ま
こ
と
に
深
く
示
現
し
た
。

観
音
は
、
す
で
に
平
安
期
、
客
神
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

注

(
1
)
岩
波
古
典
文
学
大
系
本

に
校
訂

さ
れ

た
も

の
に
よ
る
。
後

に
本
文

で
述

べ
る
が
、

他

に
下
第

38
の
景
戒
自
身

の
因
果
論
を
述

べ
た
中

に
観
音
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。

(2

)
速
水

侑
編

『
観
音
信
仰
』

(民
衆
宗
教
史
叢
書
⑦
)

(
3

)
他

に
上
第
5
に

「
行
基
大
徳
は
文
殊
師
利
菩
薩

の
反
化
な
り
」
と

い
う
文
言

が
み

ら
れ
る
。

(
4

)
三
章

で
ふ
れ
る
、
経

を
憶
持
で
き
な

い
の
は
前
世
の
因
縁
に
よ
る
の
だ
と

い

っ
た

上
第

18
な
ど

の
単
純

な
類
型
は
、
法
華
経
験
記
な
ど
に
多

い
。

(
5
)
A
晃
日
巻

16
中
の
長
谷
寺
観
音
関
係

の
も
の
五

つ

(
う
ち

一
つ
は
霊
異
記

に
重
な
り
、

一
つ
は
新
羅

の
后

の
事

)
は
、
こ
の
期

よ
り
古

い
成
立

で
あ
る

こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。

(
6
)
今
昔
巻
11
1
第

5
に
は
、
聖
武
朝

、
虚
空
菩
薩

に
、

「
緒

ヲ
付

テ
」

「
智
恵

ヲ
令

得
給

へ
」
と
祈

っ
た
と
あ

る
。

(
7
)
西
郷
信
綱

『
古
代
人
と
夢
』

(
平
凡
社
)

拙
稿

「
古
代
社
会
の
声
わ
ざ
人
た
ち
」

(
国
語
国
文
第
56
巻
第

5
号
)



木村:観 音讃の土着と生成25

(
8
)
岩
波

思
想
大

系
本

に
よ
る
。

(
9
)
蜻
蛉

日
記
の
長
谷
詣

で
の
際

に
も

、
代
夢
業

の

「
ひ
じ
り
」

の
居
た

こ
と
が
記
さ

れ
る
。

(
10
)
今
昔
巻

16
1
第
2
は
、
霊
異
記
上
第

17
を

承

け

る
も

の

で
あ

る
が
、

霊
異

記

で

は
、
こ
の
類
の
文
言
は
み
ら
れ
な

い
。

へ

(
11
)
当
時

の
公
家
語

で
は
、

「
猿
楽
」

は

「
サ

ル
ガ

ウ
」
と
音
便
化
し

て
い
た
。

「
カ

ヘ

テ
ウ
」
は

「
カ
ク
テ
ゥ
↓
カ
ゥ
テ
ウ
」

の
音

便
無
表
記

の
可
能
性
も
考

え
ら
れ

る
。

(
12
)
た
と
え
ば
乳
母
や
侍
女
が
、
主
の
子
女

に
説
き
語
る

こ
と
も
多
か

っ
た
で
あ

ろ
う
。

TheNaturalizationandDevelopmentof
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