
日

ルバ
　
と

仏
　
具

―
―
そ
の
受
用
時
期
を
視
点
と
し
て
―
―

松

本寸

寿

は

じ

め

に

法
華
経
法
師
品
に
は
す
で
に
、
華

・
香

ｅ
嬰
略

・
抹
香

・
塗
香

・
焼
香

・
絵
蓋

・
憧
幡

・
衣
服

・
伎
楽
の
十
種
の
供
養
を
か
か
げ
、
ま

た
合
掌
恭
敬
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
法
華
経
を
依
経
と
す
る
日
蓮
宗
に
お
い
て
仏
具
の
受
用
は
い
か
に
あ

っ

た
か
、
具
体
的
に
は
、
従
来
の
仏
具
中
ど
の
よ
う
な
も
の
が
、
い
つ
ご
ろ
日
蓮
宗
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
が
使
用
さ
れ
、

さ
ら
に
自
宗
に
適
合
す
る
も
の
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
か
な
ど
を
中
心
に
か
え
り
み
た
い
。
こ
の
こ
と
は
今
日
、
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
仏

教
儀
礼
と
も
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
点
か
ら
も
、　
一
瞥
す
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
徒
事
で
は
な
い
と
考
え
る
。

な
お
一
概
に
仏
具
と
い
っ
て
も
、
数
珠
あ
り
木
魚
あ
り
と
い
っ
た
よ
う
に
多
種
多
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
石
田
茂
作
氏
は

『新
版
仏
教
考

古
学
講
座
』

（第
五
巻
仏
具
編
）
の
中
で
、
仏
具
を

一
、
荘
厳
具
　
一
一、
供
養
具
　
一二
、
梵
音
具
　
四
、
僧
具
　
五
、
密
教
法
具
　
ユハ
、

そ
の
他
の
六
系
統
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
集
約
し
て
、
仏
具
を
荘
厳
具

・
梵
音
具
、
そ
し
て
そ
の
他
を

一
括
し
て
法
具

と
す
る
こ
の
三
つ
の
範
疇
に
分
け
て
記
述
し
て
み
た
い
。

巌
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荘
　
厳
　
具

荘
厳
と
は
華
麗
に
修
飾
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
仏
の
偉
徳
を
よ
り
効
果
的
に
す
る
た
め
、
仏
前
の
周
辺
を
お
ご
そ
か
に
荘
厳
す
る
も
の

を
荘
厳
具
と
い
う
。
こ
こ
で
は
天
蓋

・
幡

・
華
登

・
三
具
足

・
五
具
足
な
ど
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

天
蓋

（
て
ん
が
い
）
　

そ
の
起
源
は
印
度
に
求
め
ら
れ
る
。

『法
華
経
』
方
便
品
に
は

「若
し
人
、
塔
廟
の
宝
像
及
び
画
像
に
お
い
て

華

・
香

・
幡

・
蓋
を
も

っ
て
敬
心
に
し
て
供
養
し
」

（
『法
華
経
』
引
用
の
場
合
、
平
楽
寺
本

ｏ
真
訓
両
読

『妙
法
蓮
華
経
』
に
よ
る
）

と
あ
る
よ
う
に
、
天
蓋
は
供
養
の
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
天
蓋
は
、
印
度
で
貴
人
の
上
に
蓋
を
か
ざ
し
て
歩

い
た
と
こ
ろ
か
ら
発
し
た
も
の
と
い
わ
れ
、
転
じ
て
仏
の
頭
上
に
か
け
ら
れ
、
後
に
は
菩
薩
に
も
こ
れ
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も

の
と
い
う
。
こ
れ
を
印
度
で
は
チ
ャ
ト
ラ
と
呼
び
、
天
に
か
け
ら
れ
た
蓋
の
意
で
、
懸
蓋

・
宝
蓋
と
も
称
す
る
。

日
本

へ
の
将
来
は
早
く
、

『
日
本
書
紀
』

（巻
十
九
）
の
欽
明
天
皇
十
三
年

（
五
五
二
）
の
条
に
、
百
済
の
聖
明
王
か
ら

「献
二
釈
迦

仏
金
銅

一
躯
、
幡
蓋
若
干
、
経
論
若
干
巻
こ

と
あ
り
、

仏
像
の
上
に
天
蓋
を
荘
厳
す
る
こ
と
は
早
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
天
蓋

は
荘
厳
具
と
し
て
各
宗
に
広
く
普
及
す
る
。

日
蓮
宗
の
歴
史
資
料
と
し
て
出
て
く
る
天
蓋
の
記
録
は
、
ま
ず
日
興
の

『宗
祖
御
遷
化
記
録
』
の
中
の

「御
葬
送
次
第
六

コ
不
全
』
第

二
巻
所
収
）
の
項
に
み
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
る
と
日
蓮
聖
人
葬
送
の
式
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
聖
人
の

″
棺
″
の
あ
と

「次

天
蓋
　
太
田
三
郎
左
衛
門
尉
」
と
記
述
さ
れ
、
葬
送
を
荘
厳
す
る
仏
具
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
具
体
的
な
情
景

を
京
都
本
囲
寺
に
蔵
さ
れ
る

『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』

（
五
巻
本

・
絵
巻
形
式
）
に
よ
っ
て
補
足
し
て
み
よ
う
。
こ
の
註
画
讃
は
円
明
日
澄

（
一
四
四
〇
―

一
五

一
〇
）
の
詞
書
に
、
天
文
五
年

（
一
五
三
六
）
画
工
洛
陽
絵
所
窪
田
統
泰
が
絵
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
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に
よ
る
と
形
状
は
小
型
の
箱
形
天
蓋
が
描
か
れ
、
そ
の
天
蓋
の
支
柱
を

一
人

（太
田
氏
）
で
支
え
、
聖
人
の
棺
の
上
に
か
ざ
し
て
葬
送
の

式
を
厳
修
す
る
に
及
ん
で
い
る
。

ま
た
久
遠
成
院
日
親

（
一
四
〇
七
―
八
八
）
の

『伝
灯
抄
』

（
『宗
全
』
第
十
八
巻
所
収
）
に
も
、
天
蓋
に
つ
い
て
記
載
が
あ
る
の
で

紹
介
し
よ
う
。
そ
れ
は
明
徳
元
年

（
一
三
九
〇
）
、
上
総
国
の
埴
谷
重
継
の
外
護
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
妙
宣
寺
の
開
堂
供
養
の
際
の
描

写
で
、

「格

（幡
）

・
華
登
フ
懸
ケ
テ
天
蓋
ヲ
ツ
リ
ナ
ガ
ラ
」
と
あ
り
、
天
蓋
は
荘
厳
の
仏
具
と
し
て
広
く
普
及
し
、
受
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

な
お
天
蓋
は
形
式
の
上
か
ら
分
け
る
と
、

「箱
形
天
蓋
」
と

「華
形
天
蓋
」
の
二
種
に
大
別
さ
れ
、
そ
の
飾
る
位
置
、
つ
ま
り
仏
の
上

に
か
ざ
す
の
を

「仏
天
蓋
」
、
前
机
か
ら
礼
盤
ま
で
の
間
に
か
ざ
す
の
を

「人
天
蓋
」
と
も
分
け
ら
れ
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
こ
う
。

幡

（ば
ん
）

幡
は
仏
殿
内
の
柱
や
天
蓋
に
か
け
、
ま
た
堂
外
の
庭
に
立
て
飾

っ
て
仏
菩
薩
を
荘
厳
す
る
も
の
で
あ
る
。

『法
華
経
』

法
師
品
に
説
く
十
種
の
供
養
の
う
ち
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
同
じ
く
方
便
品
に
も
説
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た

『灌
頂
経
』

（第

十

一
）
に
は

「我
れ
今
亦
た
黄
幡
を
造
作
し
、
刹
上
に
懸
著
せ
ん
こ
と
を
勤
む
。
福
徳
を
獲
て
、
八
難
の
苦
を
離
れ
、
十
方
諸
仏
の
浄
土

に
生
ず
る
こ
と
を
得
せ
し
め
ん
。
幡
蓋
を
供
養
せ
ば
心
の
所
願
に
随

っ
て
菩
提
を
成
ぜ
ん
」

（大
正
蔵
二
一
―
五
三
〇
）
と
、
幡
の
造
立

と
供
養
の
功
徳
を
述
べ
て
い
る
。

中
国
を
経
て
日
本
へ
は
仏
教
伝
来
と
と
も
に
天
蓋
と
同
じ
く
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
う
か
が
え
る
。
先
に
か
か
げ
た

『
日
本
書
紀
』
欽

明
天
皇
十
三
年
の

「幡
蓋
」
の
記
述
、
さ
ら
に
同
じ
く
巻
二
十
二
、
推
古
天
皇
三
十

一
年

（
六
三
二
）
の
条
に
は

「新
羅
遣
二
大
使
奈
末

智
洗
雨
一、
任
那
遣
二達
率
奈
末
智
一、
並
来
朝
、
併
貢
二仏
像

一
具
及
金
塔
井
舎
利
、
且
大
灌
頂
幡

一
具
、
小
幡
十
二
条
こ

と
あ
る
。

さ
て
日
蓮
宗
の
幡
の
受
用
時
期
に
つ
い
て
は
Ｆ
先
に
挙
げ
た
日
興
の
コ
否
碁
樫
骨
当
監
と

に
、
「
次
幡

社

側
談
雌

＋衛
鋼
畑

禁
硼
隧
〕
」
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と
記
述
さ
れ
、
同
じ
く

『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
に
よ
っ
て
補
足
す
れ
ば
、　
一
対
の
幡
を
各
自
手
に
掲
げ
て
葬
送
の
際
の
荘
厳
の
仏
具
と
し

て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
先
の
天
蓋
と
と
も
に
、
こ
の
幡
も
日
蓮
宗
に
お
い
て
聖
人
在
世
中
す
で
に
荘
厳
の
仏
具
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
た
と
も
察
せ
ら
れ
る
が
、
聖
人
在
世
中
使
用
さ
れ
た
と
す
る
確
実
な
資
料
は
な
い
。
や
は
り
聖
人
へ
の
敬
心
の
念
よ
り
遺

弟
檀
越
に
よ

っ
て
、
こ
の
葬
送
の
式
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
か
。

華
菫

（
け
ま
ん
）

華
質
は
梵
語
で
倶
蘇
摩
摩
羅
と
い
い
、
そ
の
発
生
は
野
の
花
を
連
ね
て
飾
り
と
し
、
あ
る
い
は
貴
人
に
捧
げ
た
も

の
が
、
や
が
て
仏
前
に
供
え
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
と
い
う
。
と
す
れ
ば

『法
華
経
』
法
師
品
に
説
く
十
種
供
養
の
一
つ
華
の
供
養
は
こ

れ
に
該
当
し
よ
う
ｏ
し
か
し
普
通
、
そ
の
材
質
に
よ
っ
て
銅

・
牛
皮

・
糸

・
玉
華
質
な
ど
と
よ
ば
れ
、
こ
れ
は
本
来
の
供
養
の
た
め
の
生

花
か
ら
、
次
第
に
他
の
材
質
を
も

っ
て
代
用
し
て
恒
久
化
を
は
か
り
、
荘
厳
具
に
転
じ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
華
質
は
内

陣

・
長
押
な
ど
に
懸
け
る
荘
厳
具
で
、
そ
の
形
は
お
お
む
ね
団
扇
形
を
な
し
、
唐
草
文
や
蓮
華
文
を
切
り
透
し
た
も
の
が
多
い
。

日
蓮
宗
の
文
献
資
料
の
中
に
出
て
く
る
華
童
の
記
載
の
上
限
は
、
日
親
の

『伝
灯
抄
』
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
徳
元
年

（
一
三
九

〇
）
埴
谷
の
妙
宣
寺
の
開
堂
供
養
の
と
き
、
天
蓋

ｏ
幡
と
と
も
に
こ
の
華
登
が
荘
厳
の
仏
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

三
具
足

（
み
つ
ぐ
そ
く
）

・
五
具
足

（ご
ぐ
そ
く
）
　

香
炉

・
燭
台

・
花
瓶
の
三
種
の
供
養
の
具
を
三
具
足
と
い
い
、
香
炉

一
個
、
燭

台
と
花
瓶
各

一
対
を
五
具
足
と
い
う
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
三
種
の
仏
具
の
起
源
に
つ
い
て
、

『陀
羅
尼
集
経
』
（巻
第
三
）

に
は
二
十

一
種
の
供
養
が
説
か
れ
る
が
、
な
か
で
も
香
水

ｏ
焼
香

ｏ
雑
華

・
然
燈

・
飯
食
の
五
種
が
特
に
必
要
な
も
の
と
さ
れ

（大
正
蔵

十
八
―
八
〇
四
）
、

『無
量
寿
経
』

（巻
下
）
で
は
、
懸
絵

・
然
燈

・
散
華

ｏ
焼
香
を
挙
げ
て
い
る

（大
正
蔵
十
二
―
二
七
二
）
。
こ
の

香
炉

・
燭
台

・
花
瓶
の
三
種
を
仏
前
の
供
養
具
と
す
る
の
は
印
度
以
来
の
伝
統
で
あ
る
が
、
こ
の
三
種
の
供
養
具
を
荘
厳
の
仏
具
と
し
て

同
じ
卓
上
に
並
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
中
国
を
起
源
と
す
る
ら
し
い
ｏ
さ
て
こ
の
三
具
足
を
日
蓮
聖
人
も
荘
厳
の
仏
具
と
し
て
用
い
で
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い
た
よ
う
に
う
か
が
え
る
。
但
し
聖
人
自
身
は
何
ら
こ
れ
に
対
し
て
述
べ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
つ
ぎ
の
点
か
ら
聖
人
在
世
時
代
す
で

に
使
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
三
島
市
玉
沢
妙
法
華
寺
所
蔵
の
鎌
倉
期
の
作
と
伝
え
ら
れ
る

「
日
蓮
聖
人
説
法
画
像
」
に
、
い
わ
ゆ
る

一
尊
四
士
の
宝
前
の
前
机

の
上
に
は
、
香
炉
を
中
心
に
両
側
に
一
対
の
花
瓶
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
前
卓
に
は
こ
れ
又
香
炉
を
中
心
に
向
か
っ
て
左
に
花
瓶
、
右

側
に
は
構
図
の
配
置
上
隠
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
燭
台
が
置
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
建
治
三
年

（
一
二
七
七
）
二
月
に
は
池

上
兵
衛
志
殿
の
女
房
が

″
仏
器
″
を

「尼
御
前
大
事
の
御
馬
に
の
せ
」
て
身
延
の
聖
人
の
も
と
に
届
け
て
い
る

（
『兵
衛
志
殿
女
房
御
書
』

定
遺

一
二
九
三
頁
）
。
こ
の
仏
器
は
普
通
、
仏
に
供
え
る
供
物
を
盛
る
器
と
解
さ
れ
る
が
、
馬
の
背
に
の
せ
て
運
ぶ
ほ
ど
の
重
量
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
三
具
足
も
を
含
め
た
仏
器
と
い
う
意
に
解
し
た
い
。
す
な
わ
ち
檀
越
か
ら
の
寄
進
に
よ
っ
て
、
法
華
経
巻
な
り
、
伊
東
感
得

の
立
像
の
釈
尊
な
り
の
宝
前
に
は
、
荘
厳
具
と
し
て
少
な
く
と
も
三
具
足
く
ら
い
は
整
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
聖

人
は
文
永
三

・
四
年

（
一
二
六
六

・
七
）
こ
ろ
か
ら
大
師

（天
台
）
講
を
始
め
、
同
七
年
に
は

「今
年
は
第

一
に
て
候
つ
る
に
候
」
（
『金

吾
殿
御
返
事
』
定
遺
四
五
八
頁
）
と
い
う
ほ
ど
盛
ん
に
な
り
、
晩
年
身
延
に
至
る
ま
で
教
団
の
中
心
と
な
る
講
会
で
あ

っ
た
。
こ
の
講
会

の
定
日
に
は
お
そ
ら
く
天
台
大
師
の
御
影
な
り
が
安
置
さ
れ
、
そ
の
宝
前
に
は
、
や
は
り
香
炉

・
燭
台

・
花
瓶
の
三
具
足
が
備
え
置
か
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
す
れ
ば
、
三
具
足
は
す
で
に
鎌
倉
期
に
は
日
本
へ
到
来
し
て
い
た
こ
と
も
物
語
ろ
う
。
な
お
三
具
足
か
ら
五
具
足
へ
の
進

展
は
、
室
町
期
に
至
り
華
道
な
ど
と
結
び
つ
き
、
次
第
に
装
飾
的
色
彩
を
強
め
て
、
五
具
足
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

因
み
に
日
蓮
宗
に
現
存
す
る
最
古
の
燭
台
は
、
鎌
倉
長
勝
寺
所
蔵
の
永
享
四
年

（
一
四
三
二
）
の
銘
を
有
す
る

一
対
の
燭
台

（高
さ

一

五

一
セ
ン
チ
、
底
径
二
八

・
一
セ
ン
チ
）
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
燭
台
の
朱
漆
銘
に
は
、
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奉
施
入
　
極
楽
寺
　
講
堂
　
八
本
之
内

永
享
四
年

壬
子
十
二
月
三
日

真
言
院
護
摩
堂
住
侶
成
呼

と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
長
勝
寺
の
も
の
で
な
い
。
長
勝
寺
文
書

（
「相
務
鎌
倉
石
井
山
長
勝
寺
旧
起
」
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
燭
台
は
永
正

年
間

（
一
五
〇
四
―
二
〇
）
、
小
田
原
北
条
家
の
家
臣
遠
山
因
幡
守
宗
為
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
と
い
う
。

二
　
梵
　
土
日
　
具

仏
教
用
具
と
し
て
発
音
す
る
一
切
の
用
具
を
含
め
た
も
の
で
、
宗
教
的
雰
囲
気
を
高
め
る
た
め
用
い
ら
れ
る
も
の
と
い
え
る
。
堂
外
の

鐘
楼
に
懸
け
て
打
ち
鳴
ら
す
梵
鐘
や
、
ま
た
堂
の
軒
下
に
吊
る
す
鰐
日
、
堂
内
で
使
用
さ
れ
る
磐
、
木
魚
な
ど
そ
の
種
類
は
多
い
。

梵
鐘

（ぼ
ん
し
ょ
う
）
　

一
般
に
梵
鐘
は
口
径

一
尺
八
寸
以
上
の
鐘
を
い
い
、
日
径

一
尺
七
寸
以
下
の
鐘
は
半
鐘
と
よ
ば
れ
、
高
さ
二

尺
五
寸
の
鐘
を
喚
鐘
と
い
っ
て
い
る
。
さ
て
梵
鐘
の
機
能
と
し
て
は
、
堂
外
の
鐘
楼
に
懸
け
て
時
を
知
ら
せ
る
こ
と
と
、
そ
の
響
き
わ
た

る
音
調
は
仏
道
精
進
の
心
を
起
こ
さ
せ
宗
教
的
気
分
を
昂
め
る
効
用
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

梵
鐘
は
仏
教
と
と
も
に
渡
来
し
、
そ
の
祖
型
は
中
国
で
あ
り
、
日
本
へ
は
朝
鮮
を
経
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
現
存
す
る
日
本
製
の
梵
鐘
で

最
古
の
も
の
は
文
武
天
皇
二
年

（六
九
八
）
に
鋳
造
さ
れ
た
京
都
妙
心
寺
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
梵
鐘
は
早
く
か
ら
梵
音
具
と
し
て
各
宗

に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
日
蓮
宗
寺
院
に
蔵
さ
れ
る
梵
鐘
を
挙
げ
て
参
考
に
供
し
よ
う
。
平
賀
本
土
寺
の
建
治
四
年

（
一
二
七
八
）
、
身
延
山
久
遠
寺
の

弘
安
六
年

（
一
二
八
三
）
、
韮
山
本
立
寺
の
元
徳
四
年

（
一
三
三
二
）
、
安
房
天
津
清
澄
寺
の
明
徳
三
年

（
一
三
九
二
）
な
ど
の
紀
年
銘

-6-



を
有
す
る
梵
鐘
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
他
宗
よ
り
後
年
日
蓮
宗
寺
院
に
移
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
本
立
寺
の
も
の

は
東
慶
禅
寺
と
の
銘
が
刻
ま
れ
、
本
来
鎌
倉
の

″
駈
け
込
み
寺
″
つ
ま
り
東
慶
寺
の
も
の
で
あ

っ
た
も
の
が
、
い
つ
の
世
に
か
移
行
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
清
澄
寺
の
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
梵
鐘
の
鋳
造
時
に
は
天
台
宗
に
属
し
て
い
た
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
故

こ
れ
ら
は
自
宗
用
に
造
ら
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
で
は
自
宗
用
に
鋳
造
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
つ
ぎ
に
み
て
み
よ
う
。

こ
れ
に
は
ま
ず
中
山
法
華
経
寺
第
三
世
日
祐
の
時
代
に
鋳
造
さ
れ
た
記
録
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
日
祐
の

『
一
期
所
修
善
根
記
録
穴

『宗

全
』
第

一
巻
所
収
）
応
安
四
年

（
一
三
七

一
）
の
項
に
よ
れ
ば
、
法
華
寺

（現
法
華
経
寺
）
に

「同
年
五
月
二
十
五
日
大
鐘
鋳
之
、
檀
那

等
在
彼
鐘
銘
」
と
あ
り
、
翌
年
つ
ま
り
応
安
五
年
七
月
に
は

「鐘
楼
堂
造
営
」
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
自
宗
用
に
鋳
造
さ
れ

た
梵
鐘
で
現
存
す
る
最
古
の
も
の
は
京
都
本
囲
寺
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鐘
銘
に
よ
れ
ば
文
禄
二
年

（
一
五
九
三
）
鋳
造
さ
れ
た
も
の
で
、

願
主
は
当
寺
第
十
六
世
究
党
院
日
薩
で
あ
り
、
三
百
余
名
の
僧
俗
の
浄
財
喜
捨
に
よ
っ
て
鋳
物
師
藤
原
国
次
戒
名
道
仁
が
鋳
造
し
、
そ
の

選
文
は
日
鋭
の
筆
管
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
日
興
の

『宗
祖
御
遷
化
記
録
』
に
鐘
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
が
つ
ぎ
の
茎
の
項
で
と

り
あ
つ
か
う
。

塁

（き
ん
）

茎
子
と
も
呼
ぶ
梵
音
具
で
あ
る
が
そ
の
発
生
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
。
日
本
で
は
古
い
も
の
で
室
町
時
代
末
、
永

禄
八
年

（
一
五
六
五
）
の
銘
の
あ
る
も
の
が
、
愛
知
県
の
妙
興
寺
に
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
日
蓮
宗
の
文
献
資
料
を
湖

っ
て
み
る
と
、
日
興
の

『宗
祖
御
遷
化
記
録
』
の
中
に

「次
鐘
　
太
田
左
衛
門
入
道

（乗
明
）
」
と
あ

る
。
こ
こ
で
は
そ
の
形
状
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
鐘
が
茎
ま
た
は
引
茎
の
い
ず
れ
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
葬
送

の
式
で
大
田
氏

一
人
に
て
運
び
修
す
る
と
す
れ
ば
、
半
鐘
で
は
重
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
叉

『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
に
て
補
足
す

れ
ば
、
そ
れ
に
は
柄
は
な
く
引
整
と
は
い
え
な
い
。
形
状
か
ら
判
断
す
れ
ば
小
茎
子
つ
ま
り
小
型
の
整
で
あ
る
。
で
は

理
示
祖
御
遷
化
記
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録
』
で
い
う
鐘
は
、
整
と
鐘
と
の
形
状
が
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
鐘
と
記
し
た
も
の
か
、
ま
た
当
時
小
型
の
盤
を
鐘
と
称
し
て
い
た

も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
即
断
は
さ
け
よ
う
。
つ
ぎ
に
諸
山
に
蔵
さ
れ
る
画
像
に
よ
っ
て
、
日
蓮
宗
に
お
け
る
壁
の
受
用
時

期
を
探

っ
て
み
た
い
。

ま
ず
富
山
県
高
岡
大
法
寺
に
永
禄
七
年

（
一
五
六
四
）
長
谷
川
等
伯
が
描
く

「
日
蓮
聖
人
画
像
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
構
図
は
説

法
図
で
、
聖
人
は
左
手
に

一
巻
の
経
巻
、
右
手
に
檜
扇
を
持
ち
、
礼
盤
に
座
し
て
い
る
。
上
方
に
天
蓋
が
あ
り
、
卓
上
に
は
九
巻
の
経
巻

を
中
心
に
向
か
っ
て
右
端
に
柄
香
炉
、　
左
端
に
小
整
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
山
梨
県
大
野
本
遠
寺
に
は
、　
慶
長
十
二
年

（
一
六
〇

七
）
心
性
日
遠
が
賛
筆
を
加
え
た

一
如
日
重

（
一
五
四
九
―

一
六
二
三
）
の
寿
像
画
が
蔵
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
説
法
画
像
で
、
高
座
上
に

安
座
し
て
お
り
、
高
座
上
の
向
か
っ
て
左
端
に
小
盤
子
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
右
端
に
柄
香
炉
、
画
面
の
上
方
に
天
蓋
が
配
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
も
う

一
幅
、
長
遠
日
樹

（
一
五
七
三
―

一
六
三

一
）
の
画
像
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
れ
は
岡
山
県
金
川
妙
覚
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
も
の

で
、
こ
れ
も
構
図
は
同
じ
く
説
法
の
姿
で
、
上
方
に
天
蓋
、
卓
上
に
は
経
巻
を
中
心
に
向
か
っ
て
左
側
に
柄
香
炉
、
そ
し
て
小
茎
子
が
描

き
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
し
て
、
も
し
仮
に
日
興
が
記
す
と
こ
ろ
の
鐘
が
整
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
広
く
整
が
日
蓮
宗
に
普
及
し
だ
し
た
の
は
室
町

末
期
以
降
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
説
法
に
必
備
な
用
具
と
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
ま
た
こ
こ
で
み
る
如
く
基
の
本
来
の
姿
は
小

型
の
も
の
で
、
時
代
と
と
も
に
次
第
に
進
展
し
て
大
型
化
し
て
い
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
反
対
に
よ
り
小
型
化
し
た
も
の
が
鈴
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

引
盤

（
い
ん
き
ん
）
　

小
さ
な
盤
に
柄
を
つ
け
た
も
の
で
、
中
国
か
ら
の
伝
来
品
の
よ
う
で
あ
る
。
『勅
修
百
丈
清
規
』
の

「法
器
章
」

第
九
に

「小
手
碧
は
堂
司
行
者
常
に
随
身
し
、
衆
の
諷
誦
に
遇
へ
ば
之
を
鳴
ら
し
て
起
上
の
節
と
為
す
」

（大
正
蔵
四
八
―

一
一
五
四
）
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と
あ
り
、
こ
の

「小
手
啓
」
を
手
に
も
つ
磐
の
意
味
で
、
手
磐
と
呼
ぶ
説
で
あ
る
。
の
ち
こ
れ
を
引
壁
と
称
す
に
い
た
っ
た
も
の
か
。

し
か
し
日
本
へ
の
伝
来
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
資
料
は
な
い
。
そ
の
形
態
が
小
さ
な
も
の
だ
け
に
現
存
す
る
も
の
に
無
銘
の
も
の
が
多

い
が
、
奈
良
の
唐
招
提
寺
の
引
肇
の
附
属
箱
に
は
天
文
十
三
年

（
一
五
四
四
）
の
銘
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
日
蓮
宗
に
お
い

て
は
、
近
世
に
は
す
で
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
思
う
が
、
そ
れ
を
端
的
に
物
語
る
遺
品
な
い
し
資
料
は
な
い
。

鈴

（
り
ん
）
　

寺
院
の
内
仏
や
在
家
の
仏
壇
に
備
え
、
読
経
の
と
き
に
鳴
ら
す
小
さ
な
鉢
形
の
鳴
り
も
の
を
い
う
。
禅
宗
で
用
い
た
の

が
始
ま
り
と
い
う
が
、
そ
の
起
源
に
対
し
て
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
日
蓮
宗
で
は
近
世
に
は
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
心
性
日
遠

（
一
五
七
二
―

一
六
四
二
）
の
書
と
伝
え
ら
れ
る

『千
代
見
草
』
に
、
「
り
ん
を
し
ば
し
な
ら
し
、
正
念
に
し
づ
め
て
、

だ
い
も
く
を
、
病
人
の
息
に
合
て
、
は
や
か
ら
ず
、
お
そ
か
ら
ず
、
と
な
え
て
す
す
む
べ
し
。
だ
い
も
く
の
間
々
に
、
り
ん
を
な
ら
す
べ

し
」

（岩
波
日
本
思
想
大
系

『近
世
仏
教
の
思
想
』
所
収
）
と
記
述
さ
れ
、
鈴
の
音
調
に
よ
っ
て
、
病
者
の
精
神
の
安
定
を
は
か
る
効
力

と
、
題
目
の
調
子
を
と
る
こ
と
を
も
含
め
梵
音
具
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

碧

（
け
い
）
　

碧
は
導
師
の
右
脇
机
の
上
に
置
く
の
が
普
通
で
、
そ
の
材
質
は
石

・
玉

・
銅

・
鉄
な
ど
で
あ
る
が
、
現
在
は
鉄
製
が
多

く
用
い
ら
れ
る
。
な
お
磐
は
も
と
中
国
の
古
い
楽
器
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
仏
事
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

日
本
で
は
す
で
に
正
倉
院
御
物
中
に
あ
り
、
鉄
磐
の
残
欠
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
形
状
は
中
央
に
八
葉
蓮
華
文
の
撞
座
を
も
う
け
そ

の
左
右
に
唐
草
文
を
配
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
蓮
宗
で
も
古
く
よ
り
導
師
の
鳴
ら
し
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
資
料

的
に
は
明
確
で
な
い
。
し
か
し
京
都
本
法
寺
に
蔵
さ
れ
る
長
谷
川
等
伯
描
く
と
こ
ろ
の

「
日
通
画
像
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
等
伯
が
帰
依
し

た
本
法
寺
住
持
日
通
の
死
去

（慶
長
十
三
年
∧

一
六
〇
八
∨
正
月
十
六
日
寂
）
に
対
し
、
た
だ
ち
に
日
通
生
前
の
姿
を
描
き
出
し
た
も
の

で
、
こ
こ
に
は
合
掌
の
姿
で
二
畳
台
に
座
し
、
向
か
っ
て
左
側
の
前
方
に
中
啓
が
置
か
れ
、
そ
の
う
し
ろ
に
磐
架
に
懸
け
ら
れ
た
磐
が
配
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さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
推
測
す
れ
ば
、
磐
は
近
世
以
前
、
お
そ
ら
く
室
町
期
末
に
は
日
蓮
宗
に
受
用
さ
れ
て
い
た
ろ
う
。

雲
版

（う
ん
ば
ん
）
　

そ
の
源
流
は
中
国
の
宋
代
に
求
め
ら
れ
る
。

『禅
苑
清
規
』
第
六
巻

「警
衆
」
の
項
に
、

「次
撃
二厨
前
雲
版
一

者
開
大
静
也
、
衆
僧
斉
起
」
と
記
し

（飯
島

・
佐
藤

・
小
坂
編
著

『訳
註
禅
苑
清
規
』
二

一
八
頁
）
、
ま
た
日
本
の

『永
平
元
禅
清
規
』

巻
上

「弁
道
法
」
に
も
、

「方
候
二開
大
静
一所
謂
厨
前
雲
版
、
及
諸
堂
前
板

一
時
倶
撃
」

（大
正
蔵
八
二
―
三
二
四
）
と
あ
る
よ
う
に
、

主
と
し
て
禅
宗
寺
院
が
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
材
質
は
青
銅
や
鉄
で
作
ら
れ
、
形
が
雲
形
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
雲
版
と
称
す
る
に
い

た
る
。
雲
版
は
ま
た
、
そ
の
用
途
に
よ
っ
て
打
板

・
長
板

・
斎
板

・
打
飯

・
板
鐘
と
も
よ
ば
れ
、
衆
僧
の
睡
眠
を
さ
ま
す
た
め
、
坐
禅
を

や
め
る
合
図
、
斎
食
の
時
を
知
ら
せ
る
た
め
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
日
本
最
古
の
紀
年
銘
を
有
す
る
雲
版
は
、
福
岡
県
大
宰
府
天

満
宮
に
あ
る
文
治
三
年

（
一
一
八
七
）
の
も
の
で
あ
る
。

さ
て
日
蓮
宗
の
雲
版
に
つ
い
て
は
久
保
常
晴
氏
の
著
書

『仏
教
考
古
学
研
究
』
に
収
め
ら
れ
る

「雲
版
の
研
究
」
に
依
拠
し
な
が
ら
概

観
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
鎌
倉
比
企
谷
妙
本
寺
所
蔵
の
雲
版
は
青
銅
製
で
、
こ
の
雲
版
の
刻
銘
に
は
、

∧
表
∨
　
今
上
皇
帝
万
才

（比
企
谷
）

∧
裏
∨

　

（妙
本
）
寺

と
あ
り
、
日
蓮
宗
で
蔵
さ
れ
最

し
た
も
の
で
、
久
保
氏
は
、
そ

整
え
ら
れ
た
も
の
と
の
観
点
か
ら の 古 大 三 建｀

追 の 工 月 武

丁
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ッ
コ
内
の
五
字

（比
企
谷
妙
本
）
は
旧
銘
を
削
り
追
刻

、
当
寺
に
蔵
す
る
天
正
九
年
の
厨
子
、
同
十
年
の
太
鼓
よ
り
察
し
、
ま
た
こ
の
頃
寺
規
も

妙
本
寺
に
導
入
さ
れ
、
追
刻
さ
れ
た
も
の
と
推
察
し
て
い
る
。
ま
た
兵
庫
県
尼
崎
長
遠
寺
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所
蔵
の
雲
版
も
、
他
宗
寺
院

「
豊
後
州
瑞
光
寺
」
の
も
の
を
ヽ
改
め
て
自
宗
用
に
再
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
題
目
を
追
刻
し
、
天

正
十
三
年

（
一
五
八
五
）
五
月
十

一
日
の
日
付
を
加
え
、
当
寺
第
六
世
日
鎮
代
に
塚
口
屋
源
兵
衛
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
自
宗
内
で
作
製
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
名
古
屋
の
堀
江
滝
三
郎
氏
所
蔵
の
、
か
っ
て
所
在
が
尾
張
上
萱
津
妙
勝

寺
の
も
の
と
思
わ
れ
る
雲
版
が
あ
る
。
そ
の
刻
銘
に
は
、

奉
寄
進
妙
勝
寺
常
住
施
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

日
実

現
世
安
穏

南
無
妙
法
蓮
華
経

後
世
善
処

天
文
十
四
乙
巳
七
月
吉
日
　
住
持
日
従

と
あ
り
、
日
実
は
自
己
の
現
安
後
善
の
祈
り
を
託
し
て
鋳
造
し
妙
勝
寺
に
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
雲
版
が
日
蓮
宗
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
時
期
は
室
町
期
、
そ
れ
も
限
定
す
れ
ば
天
文
年
間
以
降
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
な
お
時
代
は
降
る
が
、
元
政
の
弟
子
で
京
都
深
草
瑞
光
寺
第
二
世
慧
明
日
燈
の
撰
に
よ
る

『草
山
清
規
』
斎
儀
の
項
に
、

草
山
で
は
斎
粥
、
茶
時
、
掃
除
、
開
浴
等
の
合
図
に
雲
版
を
用
い
る
こ
と
を
規
し
て
い
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

鰐
口

（
わ
に
ぐ
ち
）

寺
院
や
神
社
の
軒
先
に
懸
け
て
あ
り
、
前
面
に
鉦
の
緒
と
い
わ
れ
る
布
組
を
垂
ら
し
、
こ
れ
を
振

っ
て
打
ち
礼

拝
す
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
材
質
は
青
銅
な
い
し
は
鉄
が
多
く
、
扁
平
円
形
で
鉦
鼓
を
二
つ
合
わ
せ
た
形
に
似
て
い
る
。

鰐
日
の
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
、
寺
島
良
安
編

『和
漢
三
才
図
絵
』

（
正
徳
二
年
∧

一
七

一
二
∨
刊
）
神
祭
仏
器
の
項
に

「
口
を
裂
く
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の
形
、
た
ま
た
ま
鰐
の
首
に
似
た
る
が
故
に
之
を
名
づ
く
る
か
」

（東
京
美
術

・
昭
和
四
十
五
年
覆
刻
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
器
の
日

が
大
き
く
裂
け
て
い
る
形
が
鰐
の
日
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
明
ら
か

で
な
い
。
鰐
日
の
在
銘
の
あ
る
最
古
の
遺
品
は
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵

（長
野
県
松
本
市
に
て
出
土
）
の
長
保
三
年

（
一
〇
〇

一
）
の
も

の
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
古
い
鰐
日
の
紀
年
銘
を
み
て
も
多
く
作
製
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
室
町
期
以
降
と
い
え
る
。
日
蓮
宗
寺
院
で

蔵
す
る
在
銘
の
あ
る
も
の
で
古
い
も
の
と
い
え
ば
、
山
梨
県
青
柳
昌
福
寺
の

「永
徳
二
壬
戊
盆

〓
一八
二
年
）
正
月
日
」
の
銘
を
有
す
る
鰐

口
が
知
ら
れ
る
。

錫

（
に
ょ
う
）
　

『法
華
経
』
方
便
品
に
種
々
の
楽
器
と
と
も
に
こ
の
銑
を
も

っ
て
伎
楽
供
養
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
本
来
銑

の
形
に
は
柄
が
あ
り
、
鈴
に
似
た
体
部
に
丸
状
の
も
の
を
入
れ
振

っ
て
鳴
ら
す
打
楽
器
と
い
わ
れ
、
銑
は
密
教
に
お
け
る
金
剛
鈴
に
先
行

す
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

『法
華
経
』
に
説
か
れ
る
銑
が
こ
れ
に
当
る
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
で
、
銑
が
転
化
し
て
銅
羅
に

な

っ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
龍
牙
興
雲

（―

一
八
三
五
）
撰
に
よ
る

『持
宝
通
覧
』

（巻
中
）
銑
の
項
に
、

「私
に
考
う
る
に
、
今
の
銅
羅
は
古
の
銑
な

り
。
通
鑑
綱
日
前
編

一
に
日
は
く
、
岐
伯

（黄
帝
臣
）
鋳
を
作
る
と
。
内
伝
に
日
は
く
、
玄
は
少
帝
に
鉦
銑
を
鋳
て
以
て
雷
の
声
に
擬
せ

ん
と
請
う
。
今
の
銅
羅
は
そ
の
遺
訓
な
り
」
と
記
述
す
る
。
日
蓮
宗
の
場
合
、
銑
は
銅
羅
の
形
状
を
い
う
。

な
お
日
蓮
聖
人
葬
送
の
式
も
絵
入
り
で
描
か
れ
て
い
る

『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』

（京
都
本
囲
寺
所
蔵
）
に
は
、
銅
羅
す
な
わ
ち
銑
に
よ

る
聖
人

へ
の
伎
楽
供
養
が
描
写
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
葬
送
の
情
景
の
依
拠
た
る
日
興
の

『宗
祖
御
遷
化
記
録
』
に
は
、
こ
の
銑
の
こ
と

は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
註
画
讃
の
作
者
、
円
明
日
澄
ま
た
窪
田
統
泰
の
生
き
た
時
代
の
葬
送
風
景
が
こ
こ
に
潤
色
化
さ
れ

描
き
出
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
又
、
室
町
期
に
は
日
蓮
宗
に
こ
の
銑
に
よ
る
伎
楽
供
養
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
ろ
う
。
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銭

（
は
ち
）
　

銅
銭

・
銅
盤

・
銑
鍼
と
も
い
い
、
銑
と
同
じ
く

『法
華
経
』
方
便
品
に

「銅
銭
」
と
あ
り
、
古
く
か
ら
の
法
楽
の
具
で

あ
る
。
鋳
が
ゴ
ン
グ
と
す
れ
ば
、
鋏
は
シ
ン
バ
ル
と
い
え
る
。
し
か
し
日
蓮
宗
で
は
銭
を
廻
し
て
か
ら
打
ち
合
わ
せ
る
と
い
う
独
自
の
奏

法
に
て
修
し
て
い
る
。

な
お
古
い
も
の
で
現
存
す
る
も
の
は
、
建
長
八
年

（
一
二
五
六
）
の
紀
年
銘
を
有
す
る
滋
賀
県
の
百
済
寺
に
銅
躍
と

一
組
の
銅
銭
が
あ

り
、
京
都
の
教
王
護
国
寺
に
は
文
保
二
年

（
一
三

一
八
）
の
も
の
が
あ
る
こ
と
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
日
蓮
宗
の
記
録
で
は
、
銑
と
同
じ

く

『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
の
聖
人
葬
送
の
式
に
描
か
れ
る
が
、
日
興
の

『宗
祖
御
遷
化
記
録
』
に
は
記
述
が
な
く
、
や
は
り
室
町
期
に
銑

と
同
様
、
伎
楽
供
養
の
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

太
鼓

（
た
い
こ
）
　

『法
華
経
』
方
便
品
に
は

「鼓
を
撃
ち
角
貝
を
吹
き
、
第

・
笛

・
琴

・
笙
篠

・
琵
琶

・
銑

・
銅
鍼
、
是
の
如
き
衆

の
妙
音
、
尽
く
持

っ
て
供
養
し
、
或
は
歓
喜
の
心
を
以
て
、
歌
唄
し
て
仏
徳
を
頌
し
、
乃
至

一
小
音
を
も

っ
て
せ
し
、
皆
己
に
仏
道
を
成

じ
き
」
と
、
太
鼓
は
伎
楽
供
養
の
具
と
し
て
の
使
用
を
み
る
。
そ
の
後
、
用
途
に
太
鼓
を
打

っ
て
時
を
知
ら
せ
る
時
報
の
意
も
加
わ
り
、

ま
た
雅
楽
用
と
し
て
と
り
入
れ
ら
れ
進
展
を
み
せ
る
。

現
在
日
蓮
宗
で
は
、
法
要
開
始
の
合
図
を
は
じ
め
、
読
経

・
唱
題
な
ど
の
際
に
用
い
ら
れ
る
。
な
お

「
だ
ん
だ
ん
よ
く
な
る
法
華
の
大

鼓
」
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
蓮
宗
の
宗
風
に
合
い
ひ
ろ
く
普
及
を
み
た
。
さ
て
日
蓮
宗
寺
院
で
現
存
す
る
最
古
の
太
鼓
は
、
天
正
十

年

（
一
五
八
二
）
壬
午
菊
月
吉
日
の
墨
書
銘
を
有
す
鎌
倉
比
企
谷
妙
本
寺
の
大
鼓
と
い
え
よ
う
。

団
扇
太
鼓

（う
ち
わ
だ
い
こ
）
　
皮
で
は
っ
た
団
扇
形
に
柄
を
つ
け
、
ば
ち
で
打
ち
鳴
ら
し
、
行
脚
に
あ
た

っ
て
唱
題

・
読
経
す
る
た

め
に
、
携
帯
の
便
を
計

っ
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
広
重
の
版
画
な
ど
を
み
る
と
題
目
講
中
の
人
々
が
こ
れ
を
手
に
し
て

い
る
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
江
戸
時
代
中
期
ご
ろ
、
こ
の
供
養
形
式
が
日
蓮
宗
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
独
自
の
進
展
を
み
せ
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た
も
の
と
う
か
が
え
る
。

木
魚

（も
く
ぎ
ょ
）

木
魚
の
起
源
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

『勅
修
百
丈
清
規
』
巻
第
八

「法
器
章
」
木
魚
の
項
に
、
魚
は
日
夜
眼
を

開
い
て
い
る
た
め
、
本
に
そ
の
形
を
形
ど
り
、
修
行
僧
の
怠
惰
を
い
ま
し
め
る
た
め
に
用
い
た
と
の
説

（大
正
蔵
四
八
―

一
一
五
六
）
を

は
じ
め
多
く
の
説
も
あ
る
が
、
中
国
の
禅
宗
に
起
源
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

日
本
で
は
室
町
時
代
か
ら
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
禅
宗
を
は
じ
め
各
宗
に
お
い
て
読
経
の
た
め
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
山
梨
県

日
下
部
雲
光
寺
に
応
永
四
年

（
一
三
九
七
）
の
在
銘
品
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
日
蓮
宗
に
お
い
て
と
り
入
れ
ら
れ
た
時
期
は

室
町
期
以
降
、
あ
る
い
は
江
戸
時
代
か
ら
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
遺
品
ま
た
資
料
が
不
足
で
断
定
は
む
ず
か
し
い
。

木
鉦

（も
く
し
ょ
う
）
　

日
蓮
宗
独
特
の
も
の
で
、
読
経

・
唱
題
に
用
い
る
。
そ
の
起
源
に
つ
い
て
宮
崎
英
修
教
授
の
教
示
に
よ
れ
ば
、

石
井
日
章
氏
の
話
と
し
て
新
居
日
薩

（
一
八
三
〇
―
八
八
）
が
孟
宗
竹
の
両
節
を
と
り
下
を
削

っ
て
、
坐
り
を
よ
く
し
、
扇
子

（中
啓
）

の
末
広
の
部
分
を
も

っ
て
、
要
の
部
分
に
て
こ
れ
を
た
た
い
た
の
が
そ
の
始
ま
り
と
。
以
降
欅

・
楓
な
ど
を
材
質
に
す
る
こ
と
で
木
鉦
の

音
色
は
明
る
く
、
は
ぎ
れ
の
よ
い
と
こ
ろ
か
ら
木
魚
に
変
わ

っ
て
木
鉦
を
使
用
す
る
寺
院
も
ふ
え
て
き
た
。

〓
一　
法
　
　
具

数
珠

（じ
ゅ
ず
）

誦
珠

・
念
珠
と
も
い
う
。

一
定
の
数
の
珠
を
糸
で
貫
連
し
た
も
の
で
、
元
来
は
、
念
誦
の
数
を
記
憶
す
る
の
に
用

い
た
も
の
で
あ
る
。
密
教
興
起
と
と
も
に
仏
教
も
こ
れ
を
採
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
次
第
に
礼
拝
具
と
し
て
最
も
普
及
し
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
数
珠
の
功
徳
に
つ
い
て

『木
穂
子
経
』
に
よ
れ
ば
、

「も
し
煩
悩
障
、
報
障
を
滅
せ
ん
と
欲
せ
ば
当
に
木
穂
子

一
百
八
を
貫
き

以
て
常
に
自
ら
随
う
べ
し
、
若
し
は
行
、
若
し
は
坐
、
若
し
は
臥
に
も
つ
ね
に
当
に
至
心
に
分
散
の
意
な
し
、
仏
陀
、
達
磨
、
僧
伽
の
名
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を
称
し
て
乃
ち

一
つ
の
木
穂
子
を
過
ぐ
べ
し
。
か
く
の
如
く
漸
次
に
木
穂
子
を
度
り
、
若
し
は
十
、
二
十
、
百
、
千
乃
至
百
千
万
し
、
若

し
二
十
万
遍
を
満
じ
て
身
心
乱
れ
ず
。
…
…
若
し
ま
た

一
百
万
遍
を
満
ぜ
ば
、
当
に
百
八
の
結
業
を
断
除
す
る
こ
と
を
得
べ
し
」

（大
正

蔵
十
七
―
七
二
六
）
と
そ
の
目
的
と
功
徳
を
説
い
て
い
る
。

数
珠
の
珠
の
数
に
つ
い
て
は
経
典
に
も
み
ら
れ
る
が
、
基
本
の
数
は
一
〇
八
で
あ
る
。
こ
れ
を
十
倍
し
た

一
〇
八
〇
、
三
分
の
一
の
五

十
四
、
さ
ら
に
そ
の
三
分
の
一
の
二
十
七
が
あ
り
、
他
に
四
十
二
、
そ
の
三
分
の
一
の
二
十

一
な
ど
が
あ
る
。
な
お
基
本
の
数
の
一
〇
八

は

「
百
八
煩
悩
」
と
い
い
、
人
間
の
煩
悩
の
数
を
指
す
も
の
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
材
質
に
つ
い
て
も
、
金

・
銀

ｏ
赤
銅

・
水
晶

ｏ
木
穂
子

・
菩
提
子

・
蓮
華
子

・
香
木
乃
至
梅
等
種
類
も
は
な
は
だ
多
い
。

で
は
つ
ぎ
に
日
蓮
聖
人
の
場
合
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
聖
人
自
身
数
珠
を
用
い
て
い
た
こ
と
は
確
実
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
弘
安

五
年

（
一
二
八
二
）
十
月
の
日
興
筆
に
な
る

『御
遺
物
配
分
事
』

（
『宗
全
』
第
二
巻
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
聖
人
使
用
の
数
珠
を
筑
前
公

に
配
分
し
托
さ
れ
て
い
る
。
で
は
ど
の
よ
う
な
形
状
の
数
珠
を
聖
人
は
使
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
影
山
尭
雄
博
士
は

『
日
蓮

宗
布
教
の
研
究
』
の
中
で
、
聖
人
の
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
数
珠
を
調
査
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
二
点
ほ
ど
紹
介
し

て
み
た
い
。

三
島
市
玉
沢
妙
法
華
寺
に
蔵
さ
れ
る
も
の
は
、
全
長

一
三
六
セ
ン
チ
で
材
質
は
半
水
晶
、
鎌
倉
比
企
谷
妙
本
寺
の
も
の
は
一
四
〇
セ
ン

チ
で
水
晶
製
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
全
長
が
長
大
な
こ
と
と
、
水
晶
を
材
質
に
し
て
い
る
点
に
特
色
を
も
つ
。
な
お
日
昭

。
日

朗
な
ど
直
弟
の
数
珠
も
同
書
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
そ
れ
も
長
大
で
水
晶
製
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
聖
人
の

数
珠
が
長
大
で
水
晶
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
肯
定
さ
れ
、
ま
た
聖
人
の
そ
れ
を
直
弟
が
踏
襲
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

因
み
に
現
在
、
日
蓮
宗
の
数
珠
は
装
東
数
珠
と
勤
行
な
ど
日
常
用
い
る
数
珠
の
二
通
り
あ
る
。
装
東
数
珠
は
七
条
及
び
大
衣
を
着
用
し
、

―― 15 -―



あ
る
い
は
色
衣
五
条
の
場
合
、
ま
た
そ
の
他
の
時
で
も
中
啓
を
用
い
る
時
は
装
東
数
珠
を
用
い
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
装
束
数

珠
に
、
水
品
の
み
を
用
い
た
本
装
東
と
、
水
晶
以
外
の
珠
を
交
え
た
半
装
束
の
別
が
あ
る
が
、
厳
儀
の
法
要
に
は
導
師
は
本
装
束
を
用
い

る
も
の
と
し
て
い
る
。

柄
香
炉

（え
ご
う
ろ
）
　
置
香
炉
に
柄
を
つ
け
、
運
び
や
す
く
し
、
仏

・
菩
薩
を
礼
拝
す
る
供
養
具
で
あ
る
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
の
中
に

柄
香
炉
を
も
つ
仏
像
が
あ
る
こ
と
が
報
ぜ
ら
れ
、
印
度
に
て
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
中
国
を
経
て
日
本
に
は
仏

教
伝
来
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
、
仏
具
の
中
で
も
最
古
の
も
の
の
一
つ
と
い
う
。

日
蓮
宗
に
お
い
て
も
供
養
具
と
し
て
早
い
時
期
か
ら
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

今
の
と
こ
ろ
室
町
末
期
の
資
料
し
か
見
出
せ
な

い
。
そ
れ
は
茎
の
項
で
も
述
べ
た
が
、
高
岡
大
法
寺
に
蔵
す
る
永
禄
七
年

（
一
五
六
四
）
、
長
谷
川
等
伯
が
描
く

「
日
蓮
聖
人
画
像
」
に

よ

っ
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
聖
人
は
礼
盤
に
座
し
た
説
法
の
姿
で
経
卓
に
向
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
卓
上
の
向
か
っ
て
左
端
に
小
基
子
、

そ
し
て
右
端
に
柄
香
炉
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
日
蓮
宗
で
行
な
わ
れ
て
い
た
説
法
の
様
式
を
表
わ
す
と
と
も
に

聖
人
画
像
に
も
潤
色
化
し
て
描
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
山
梨
県
大
野
本
遠
寺
に
や
は
り
説
法
の
姿
の
「
日
重
画
像
」
が
蔵
さ
れ
る
。

こ
れ
は
心
性
日
遠

（
一
五
七
二
―

一
六
四
二
）
が
慶
長
十
二
年

（
一
六
〇
七
）
賛
筆
を
加
え
た
寿
像
画
で
、
こ
こ
に
も
小
茎
子
そ
し
て
柄

香
炉
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
室
町
期
末
よ
り
近
世
に
か
け
て
説
法
に
必
備
な
仏
具
の
一
つ
と
し
て
柄
香
炉
は
使
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
ろ
う
。

扇

（
お
う
ぎ
）
　
一扇
に
は
中
啓
と
雪
洞
と
檜
扇
が
あ
り
、
僧
侶
の
持
物
と
し
て
威
儀
を
正
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
元
来
、
宮
中
で

公
卿
が
夏
期
に
限

っ
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
第
に
僧
侶
も
儀
式
に
使
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
が
い
つ
ご
ろ
か

ら
僧
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
か
明
確
で
な
い
。
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中
啓
と
い
う
の
は
扇
子
の
中
ご
ろ
か
ら
啓
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
と
も
い
う
。
ま
た
中
啓
は
自
骨
七
本
を
本
式

と
し
、
或
い
は
十
二
本
の
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
に
赤
骨

・
黒
骨
の
も
の
な
ど
も
あ
る
。
雪
洞
は
末
広
の
開
き
具
合
が
中
啓
の
半
分
ほ
ど
の

も
の
で
、
中
広
と
も
中
浮
と
も
称
す
る
。
檜
扇
は
檜
の
柾
日
の
良
材
を
う
す
く
剥
い
だ
薄
板
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
日
蓮
宗

で
は
、
数
珠
の
項
で
も
ふ
れ
た
が
、
装
束
数
珠
の
場
合
、
つ
ま
り
厳
儀
の
法
要
の
と
き
は
中
啓
を
用
い
、
ま
た
略
装
の
と
き
、
つ
ま
り
素

絹
五
条
以
下
を
着
用
の
際
に
は
雪
洞
を
使
用
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
檜
扇
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
文
献
資
料
を
湖

っ
て

み
る
と
、
檜
扇
を
使

っ
て
い
る
例
が
多
く
見
出
せ
る
。

例
え
ば
文
和
元
年

（
一
三
五
三
）
五
月
七
日
付
の
両
山

（比
企
谷

・
池
上
）
第
三
代
日
輪
よ
り
京
都
妙
顕
寺
の
寺
主
聖
人

（大
覚
妙
実
）

宛
の
書
状
に
、
唐
墨
と
筆
、
そ
し
て
檜
扇

一
本
と
の
記
載
が
み
え
、
妙
実
よ
り
日
輪
に
こ
れ
ら
が
送
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
返
礼
の
状
で

あ
る

（
『宗
全
』
第
十
九
巻

「竜
華
秘
書
」
四
七
頁
）
。
こ
の
こ
と
は
公
卿
と
の
関
係
浅
か
ら
な
い
京
都
妙
顕
寺
で
ま
ず
導
入
さ
れ
、
僧

具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
そ
う
か
、
ま
た
京
都
よ
り
関
東

へ
と
普
及
を
み
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
か
。
な
お
時
代
は
降
り
、

ま
た
前
の
柄
香
炉
の
項
で
も
掲
げ
た
が
永
禄
七
年

（
一
五
六
四
）
、
長
谷
川
等
伯
に
よ
る
説
法
の
姿
の

「
日
蓮
聖
人
画
像
」

（高
岡
大
法

寺
蔵
）
に
、
聖
人
は
礼
盤
に
座
し
、
左
手
に
一
巻
の
経
巻
、
右
手
に
檜
扇
を
も

っ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
心
性
日
遠
が
賛

筆
を
加
え
た
同
じ
く
説
法
の
構
図
の
日
重

ｏ
日
乾
の
両
寿
像
画

（大
野
本
遠
寺
蔵
）
に
も
、
日
重
は
卓
上
に
置
き
、
日
乾
は
両
手
に
も
つ

な
ど
そ
れ
ぞ
れ
檜
扇
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
日
蓮
宗
で
扇
は
、
南
北
朝
期
よ
り
近
世
初
頭
を
通
じ
て
主
と
し
て
檜
扇

が
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
も
う
か
が
え
る
。
し
か
し
中
啓
も
す
で
に
な
べ
か
む
り
日
親
、
つ
ま
り
本
法
寺
開
山
久
遠
成
院
日
親

（
一
四

〇
七
―
八
八
）
の
画
像

（京
都
本
法
寺
蔵
）
に
見
出
せ
る
。
こ
れ
は
弟
子
日
澄
が
願
主
と
な

っ
て
開
眼
し
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
日
親
は

五
条
の
袈
裟
を
着
し
て
二
畳
台
に
座
し
、
左
手
に
数
珠
、
右
手
に
中
啓
を
も
つ
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
天
文
五
年
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（
一
五
三
六
）
窪
田
統
泰
に
よ
っ
て
描
か
れ
た

「
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』

（京
都
本
囲
寺
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
聖
人
の
手
に
中
啓
が
握
ら
れ
て

い
る
情
景
が
多
々
あ
る
。
さ
ら
に
叉
本
法
寺
住
持
日
通
の
死
去

（慶
長
十
三
年
∧

一
六
〇
八
∨
）
に
対
し
、
た
だ
ち
に
生
前
の
姿
を
合
掌

の
構
図
の
中
に
描
い
た

「
日
通
画
像
」

（等
伯
筆

・
京
都
本
法
寺
蔵
）
に
も
中
啓
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
か
ら
す
れ
ば
中
啓
は
檜
扇
よ
り

一
時
期
遅
れ
は
し
た
が
、
平
行
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
だ
が
説
法
の
際
に
は
檜

扇
を
用
い
、
中
啓
と
区
別
し
て
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
の
後
次
第
に
こ
の
中
啓
、
ま
た
雪
洞
の
普
及
に
よ
っ
て
扇
檜
が
使
わ

れ
な
く
な
り
今
日
に
至

っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
法
衣
、
袈
裟
と
の
関
係
上
か
ら
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

払
子

（
ほ
っ
す
）
　

そ
の
源
流
は
印
度
で
、
蚊
や
虻
を
払
う
道
具
で
あ

っ
た
が
、
の
ち
中
国
の
禅
僧
の
間
で
蚊
や
虻
を
払
う
所
か
ら
転

じ
て
邪
魔
悪
障
を
払
う
功
徳
が
あ
る
と
さ
れ
、
中
国
禅
宗
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。
な
お
導
師
に
代
わ

っ
て
払
子
を
振
り
、
説
法
す
る
職

を
特
に
乗
払
と
呼
ん
だ
と
い
う
。
日
本
で
も
鎌
倉
時
代
以
後
禅
宗
で
用
い
た
の
を
最
初
に
、
真
宗
以
外
の
各
宗
が
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た

と
す
る
。

日
蓮
宗
で
は
池
上
本
門
寺
安
置
の
日
蓮
聖
人
七
回
忌
、　
つ
ま
り
正
応
元
年

（
一
二
八
八
）

日
持

ｏ
日
浄
が

願
主
と
な
っ
て
造
立
し
た

「
日
蓮
聖
人
像
」
に
、
左
手
に
は
経
典
の
巻
き
軸
、
右
手
に
は
払
子
を
立
て
持
つ
。
ま
た
鎌
倉
期
の
作
と
い
わ
れ
る
玉
沢
妙
法
華
寺
所
蔵

の

「
日
蓮
聖
人
説
法
画
像
」
に
も
、
膝
上
に
払
子
を
横
た
え
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
聖
人
は
払
子
を
常
用
し
て
い
た
と
い
う

感
を
う
け
る
。
し
か
し
影
山
尭
雄
博
士
が

『
日
蓮
宗
布
教
の
研
究
』
の
中
で
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
聖
人
の
身
延
生
活
と
て
も
ギ
リ
ギ
リ
最

低
の
暮
ら
し
で
払
子
を
採
用
す
る
だ
け
の
生
活
上
の
余
裕
は
見
出
す
に
至
ら
な
い
と
し
、
ま
た
遺
文
に
も
払
子
に
つ
い
て
の
言
は
み
ら
れ

ず
、
日
興
の

『御
遺
物
配
分
事
』
の
中
に
も
み
ら
れ
な
い
な
ど
の
視
点
か
ら
、
で
は
な
ぜ
聖
人
遺
像
の
持
物
に
払
子
が
み
ら
れ
る
か
と
い

う
点
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
推
察
さ
れ
て
い
る
。

―― r8 -―



一
門
家
独
創
の
日
蓮
だ
け
に
衆
心
の
教
導
は
、
殊
の
外
に
重
要
事
で
あ

っ
た
筈
。
こ
の
緊
要
な
精
神
を
何
等
か
の
形
で
日
蓮
の
姿
の
上

に
遺
し
伝
え
た
い
と
思
う
の
は
、
遺
弟
檀
越
と
し
て
ま
こ
と
に
自
然
で
あ
り
至
当
な
念
願
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
よ
う
な
願
い
こ
そ
が

つ
い
に
日
蓮
の
遺
影
を
し
て
、
精
神
指
導
を
表
現
す
る
払
子
を
持
た
し
め
る
に
至

っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
提
言
さ
れ
る
。
な
お

聖
人
が
使
わ
れ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
直
弟
の
中
に
払
子
が
導
師
の
象
徴
的
持
物
と
し
て
の
意
識
が
あ

っ
た
こ
と
は

言
を
侯
た
な
い
。

お

わ

り

に

以
上
仏
具
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
ま
と
め
と
し
て
、
大
ま
か
で
は
あ
る
が
日
蓮
宗
の
仏
具
の
受
用
時
期
を
∧
表
∨
に
し

て
提
出
し
よ
う
。
な
お
表
の
中
の
法
華
経
の
有
無
と
は
法
華
経
中
に
説
示
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
い
い
、
聖
人
乃
至
直
弟
と
は
日
蓮
聖
人

も
し
く
は
聖
人
面
授
の
弟
子
に
よ
っ
て
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
を
さ
す
。
ま
た
遺
品

・
文
献
資
料
な
ど
が
な
く
即
断
で
き
な
い
も
の
は
、

他
宗
と
の
対
比
に
よ
り

一
応
○
…
○
の
標
記
を
も

っ
て
両
期
に
か
け
た
。
な
お
梵
音
具
の
と
こ
ろ
で
若
干
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
紀

年
銘
を
有
す
る
遺
品
が
あ

っ
て
も
そ
こ
に
題
目

・
寺
号
等
の
も
の
さ
し
の
な
い
場
合
、
そ
れ
が
自
宗
用
に
造
ら
れ
た
も
の
か
、
他
宗
の
も

の
が
日
蓮
宗
に
移
向
さ
れ
た
も
の
か
判
別
す
る
こ
と
は
難
か
し
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
も
同
様
の
標
記

（○
…
○
）
で
示
し
た
。

筆
者
の
集
め
た
仏
具
資
料
の
乏
し
さ
も
あ
る
が
、
日
蓮
宗
に
伝
え
ら
れ
る
仏
具
の
遺
品
は
、
時
代
的
に
も
数
量
か
ら
い
つ
て
も
多
い
と

は
い
え
な
い
。
や
は
り
折
伏
伝
道
に
生
き
た
教
団
の
特
徴
と
い
え
よ
う
か
。
ま
た
日
蓮
宗
の
場
合
、
他
宗
に
比
べ
て
仏
具
の
受
用
時
期
は

遅
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
荘
厳
具
に
つ
い
て
は
日
蓮
聖
人
乃
至
直
弟
の
中
で
す
で
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
だ
が
梵
音

具
は
ほ
と
ん
ど
室
町
期
以
降
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
梵
音
具
が
教
団
の
全
域
に
広
く
普
及
す
る
の
は
お
そ
ら
く
江
戸
期
に
な
っ
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腫
睡
眠
Ｌ
Ｆ
鰭
呂

―
南
‐

目
Ⅶ
∃
易
詞
劃

∃
副

戸
‐
劃

天

　

　

蓋

方
便

・
法
師
品

一　
　
　
〇

方
便

ｏ
法
師
品

一　
　
　
〇

（法

師

品
）

一
　

　

一

方

　

便

　

品

方

　

便

　

品



太

　

　

鼓

団

扇

太

鼓

木 1木

鉦 1魚

○

数

　

　

珠

○

柄

香
　
炉

○

一扇

（檜

一扇
）

○

払

　

　

子

○

方
便

ｏ
薬
王
品

て
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
教
団
の
進
展
と
も
微
妙
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
教
団
の
定
着
、
安
定
、
そ
し

て
伽
藍
の
造
営
な
ど
を
経
て
仏
具
は
導
入
さ
れ
、
そ
の
後
、
法
要
儀
礼
の
整
備
と
相
侯

っ
て
仏
具
は
よ
り
広
く
普
及
し
て
い
く
も
の
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
門
流
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
地
盤
地
域
の
格
差
な
ど
に
も
よ
り
仏
具
の
受
用
時
期
に
相
違
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
そ
の
具
体
的
な
面
ま
で
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
以
上
挙
げ
た
仏
具
が
、
現
在
日
蓮
宗
で
使
用
さ
れ
て

い
る
仏
具
の
全
て
で
な
い
こ
と
も
記
そ
う
。
そ
し
て
叉
先
に
も
述
べ
た
が
、
筆
者
の
集
め
た
仏
具
資
料
の
少
な
い
こ
と
で
不
備
な
点
が
あ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
全
国
各
地
の
諸
山
に
は
、
受
け
継
が
れ
て
い
る
仏
具
が
蔵
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
教
示
い
た

だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
な
お
本
稿
の
執
筆
に
際
し
、
先
学
諸
氏
の
論
著
よ
り
多
く
の
教
え
を
受
け
、
ま
た
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

こ
こ
に
参
考
文
献
と
し
て
掲
げ
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

―- 21 ……



参
考
文
献

石
井
日
章
上
局
橋
玄
浄
編

『一不
定
日
蓮
宗
法
要
式
』
　
日
蓮
宗
宗
務
院

宮
崎
英
修
編

『
日
蓮
宗
信
行
要
典
』
　
平
楽
寺
書
店

雄
山
閣
編
集
部
編

『仏
教
考
古
学
講
座
』
第
二
巻
　
仏
法
具
編
　
雄
山
閣

石
田
茂
作
監
修

『新
版
仏
教
考
古
学
講
座
』
第
五
巻

仏
具
　
雄
山
閣

仏
教
文
書
伝
道
協
会
編

『法
要
儀
式
要
具
の
解
説
』

（
『仏
教
布
教
大
系
』
第
六
巻
）
　
仏
教
文
書
伝
道
協
会

影
山
尭
雄
著

『
日
蓮
宗
布
教
の
研
究
』
　
平
楽
寺
書
店

久
保
常
晴
著

『仏
教
考
古
学
研
究
』
　

ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社

坂
輪
宣
敬

「
日
蓮
宗
僧
の
画
像
に
つ
い
て
」

（
『
日
本
仏
教
』
第
四
五
号
）
　
日
本
仏
教
研
究
会

早
見
弁
静

「伽
藍
・
荘
厳
具
・
法
具
・
法
服
」

（
『
日
本
仏
教
基
礎
講
座
』
７

「
日
蓮
宗
」
所
収
）
　
雄
山
閣

中
野
裕
道
編

『
日
蓮
宗
の
本
山
め
ぐ
り
』
　
本
山
会
事
務
局

清
水
乞
編

『仏
具
辞
典
』

東
京
堂
出
版
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