
日
蓮
の
教
え

湯

田

旦
豆

　
我
が
国
の
仏
教
思
想
史
に
お
い
て
、
日
蓮
の
果
た
す
役
割
は
決
定
的
に
重
要

で

あ
る
。
道
元
あ
る
い
は
親
鷺
と
比
較
し
て
、
日
蓮
は
彼
ら
に
少
し
も
遜
色
が

な
い
。
し
か
る
に
、
日
蓮
の
教
え
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
簡
明
に
、
し
か
も
、
適
切

に
、
わ
れ
わ
れ
に
説
明
す
る
書
物
が
存
在
し
な
い
　
　
そ
の
よ
う
に
、
わ
た
く

し
は
感
じ
る
。
日
本
宗
教
史
に
お
い
て
日
蓮
の
教
え
が
扱
わ
れ
て
い
て
も
、
日

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

蓮
の

教

え
が
そ
の
深
み
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
書
物
は
存
在
す
る
で
あ
ろ

う
か
？
　
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
宗
教
史
の
中
に
、
日
蓮
の
教
え
を
コ
ン
サ
イ

ス

に
、
し
か
も
深
い
洞
察
力
を
以
て
解
説
し
た
書
物
は
存
在
す
る
か
も
知
れ
な

い
。
H
・
ベ
ッ
ヒ
ェ
ル
ト
お
よ
び
R
・
ゴ
ン
ブ
リ
ヒ
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た

D
i
e
　
W
e
l
t
　
d
e
s
　
B
u
d
d
h
i
s
m
u
s
　
〔
1
9
8
4
）
　
S
中
に
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
に
関

す

る
、
精
選
さ
れ
た
文
献
目
録
が
あ
る
。
そ
し
て
、
『
仏
教
の
世
界
」
を
編
集
．

刊
行
し
た
二
人
の
世
界
的
な
仏
教
学
者
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
ン
デ
ル
ト
の

t

Ja
pa
n
i
s
e
h
e
　
R
e
l
i
g
i
o
n
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
　
C
S
t
u
t
t
g
a
r
t
　
1
9
4
3
］
l
を
、
幾
冊
か
の

他
の

書
物

と
共
に
推
奨
し
て
い
る
。
グ
ン
デ
ル
ト
の
『
日
本
宗
教
史
』
は
、
彼

が

東
京
に
滞
在
し
て
い
た
時
に
、
1
　
g
l
l
；
五
年
に
出
版
さ
れ
た
。
わ
た
く
し
が

日
蓮
の
教
え
（
湯
田
）

読
ん

だ

の

は
、
一
九
三
五
年
に
出
版
さ
れ
た
、
彼
の
「
日
本
宗
教
史
』
で
あ
る
、
、

こ
の
書
物
に
お
い
て
、
グ
ン
デ
ル
ト
は
、
日
蓮
に
関
し
て
、
1
．
古
い
宗
派
の

反
応
、
2
．
口
蓮
聖
人
、
3
．
日
蓮
の
教
え
に
つ
い
て
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る
。

わ
た

く
し
に
よ
っ
て
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
3
．
日
蓮
の

教

え
の
一
部
分
だ
け
で
あ
る
。
3
．
日
蓮
の
教
え
は
、
全
部
で
、
3
頁
に
過
ぎ

な
い
。

　

わ
ず
か
3
頁
に
過
ぎ
な
い
紙
数
の
枠
内
で
、
グ
ン
デ
ル
ト
は
、
日
蓮
の
エ
ッ

セ

ン
ス
を
、
わ
れ
わ
れ
に
平
易
に
解
説
し
て
い
る
。
グ
ン
デ
ル
ト
の
『
日
本
宗

教
史
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
今
か
ら
7
1
年
以
上
も
前
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼

に

よ
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
”
日
蓮
の
教
え
”
は
極
め
て
魅
力
的
で
あ
る
。
学
界

に

お
い
て
話
題
に
な
る
の
は
、
恐
ら
く
、
J
．
　
M
°
　
K
i
t
a
g
a
w
a
，
　
R
e
l
i
g
i
o
n
　
i
n

Ja
pa
n
es
e
　
h
i
s
t
o
r
y
　
（
1
9
6
6
）
、
お
よ
び
H
．
　
N
a
k
a
m
u
r
a
，
　
H
i
s
t
o
r
y
　
o
f
　
t
h
e

de
v
el
o
p
m
e
n
t
　
o
f
　
J
a
p
a
n
e
s
e
　
t
h
o
u
g
h
t
．
　
V
o
l
s
°
　
1
－
2
　
（
1
9
6
9
）
で
あ
ろ
う
。

グ
ン
デ
ル
ト
の
『
日
本
宗
教
史
』
は
、
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い

で

あ
ろ
う
。
こ
の
機
会
に
、
わ
た
く
し
は
グ
ン
デ
ル
ト
の
『
日
本
宗
教
史
』
の

＝v
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中
の
第
3
の
セ
ク
シ
ョ
ン
”
日
蓮
の
教
え
”
に
つ
い
て
、
ほ
ん
の
少
し
だ
け
批

判
的
に
コ
メ
ン
ト
し
た
い
と
思
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
蓮
の
教
え

が

何
か
、
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
な
り
に
解
釈
し
た
い
と
思
う
．
、
ち
な
み
に
、

わ

た

く
し
は
”
日
蓮
聖
人
”
と
書
い
た
け
れ
ど
も
、
日
独
文
化
研
究
所
の
所
長

で

あ
っ
た
グ
ン
デ
ル
ト
は
、
索
引
に
Z
六
三
吉
コ
o
。
｝
さ
己
コ
日
蓮
上
人
と
記
し

て

い

る
。
今
と
昔
、
標
記
は
、
変
わ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
に
よ
っ

て

扱
わ

れ

る
の
は
、
聖
な
る
人
、
日
蓮
自
身
の
教
え
で
あ
る
。

1
　
日
蓮
の
教
え

　

グ
ン
デ
ル
ト
は
占
い
天
台
の
教
え
を
日
蓮
の
法
華
経
の
教
え
と
対
比
さ
せ
、

次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る

　
古
い
天
台
の
教
え
が
、
人
間
と
し
て
現
わ
れ
た
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
含
む
、

法
華
経
の
最
初
の
1
4
章
／
1
4
品
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
い
た
の
に
、
日

蓮

は
、
そ
の
よ
う
に
、
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
の
見
象
的
な
顕
現
を
扱
う
、
後
半

の
14

章
／
／
1
4
品
の
中
に
〔
法
華
経
と
い
う
〕
書
物
の
核
心
を
認
め
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ノ
ト

ら
の
最
後
の
半
分
を
、
”
主
要
な
門
”
［
本
門
〕
と
し
て
、
”
脇
の
門
”
「
　

ち
ん門

〕
と
し
て
の
最
初
の
半
分
と
対
比
す
る
〔
0
6
u
’
o
7
頁
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1

グ
ン
デ
ル
ト
に
よ
る
古
い
天
台
宗
の
教
え
と
日
蓮
の
教
え
の
対
比
は
極
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
／
”
日
r
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
一
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
ヘ

ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
彼
は
H
蓮
の
教
え
を
実
存
的
に
解
釈
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
彼
の
『
日
本
宗
教
史
』
が
今
か
ら
7
1
年
も
前
に
書
か
れ
た
こ
と
を
思

え
ば
、
そ
れ
も
や
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
法
華
経
』
の
後
半
の
1
4
章
を
、

日
蓮
は
、
こ
の
書
物
の
核
心
を
含
む
部
分
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
こ
の
箇
所
で
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
．
／
久
遠
の
ブ
ッ
ダ
の
具
象
的
な
顕
現
が
扱
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
、
日
蓮
は
重
視
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
法
華
経
の
ブ
ッ
ダ

は
歴
史
ヒ
の
人
物
あ
る
い
は
生
身
の
ブ
ッ
ダ
で
は
な
い
。
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
が
、

こ
の
地
上
に
現
わ
れ
て
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
救
う
た
め
に
法
を
説
く
と
い

う
の
が
、
『
法
華
経
」
そ
の
も
の
の
教
え
で
あ
り
、
日
蓮
の
教
え
は
『
法
華
経
」

の

精
神
に
忠
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
／
久
遠
仏
は
シ
ャ
ー
キ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ヤ
ム
ニ
と
し
て
こ
の
地
ヒ
に
現
わ
れ
、
”
汝
”
あ
る
い
は
“
あ
な
た
”
と
し
て
、

生

き
も
の
と
し
て
生
存
す
る
生
身
の
人
間
と
向
か
い
合
う
。

　

さ
て
、
『
法
華
経
」
と
い
う
一
冊
の
書
物
が
仏
説
の
全
真
理
を
含
む
こ
と
を

示
唆
し
な
が
ら
、
グ
ン
デ
ル
ト
は
『
法
華
経
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説

す
る

　

そ
し
て
、
真
に
真
言
的
で
あ
る
法
華
経
は
、
彼
に
と
っ
て
単
に
真
理
を

含
ん
で
い
る
だ
け
で
な
く
、
た
だ
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
ら
れ

て

い

る
だ
け
の
書
物
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
書
物
の
中
の
す
べ
て
の

言
葉
は
、
ひ
と
り
の
生
身
の
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
　
　
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
こ
に

お
い
て
文
字
を
見
る
こ
と
に
対
す
る
責
任
は
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
眼
だ
け
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
ド
う

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
経
の
精
髄
は
、
聖
な
る
題
目
〔
御
題
目
〕
、

わ

ち
、
妙
法
蓮
華
経
の
五
文
字
に
要
約
さ
れ
て
い
る
〔
皿
頁
〕

す
な

　

グ
ン
デ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
法
華
経
と
い
う
「
こ
の
書
物
の
中
の
す
べ
て
の
言

葉
は
、
ひ
と
り
の
生
身
の
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

法
華
経
の
中
の
「
す
べ
て
の
三
口
葉
は
、
ひ
と
り
の
生
身
の
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
」
と

い

う
文
句
に
よ
っ
て
何
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
の
問
い
に
、

『
日
本
宗
教
史
』
の
著
者
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
　
‘
－

　
か

v
て
、
聖
な
る
題
目
は
、
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
、
真
の
本
性
、
あ
ら
ゆ
る

個

別
的
な
も
の
を
そ
れ
の
核
心
に
担
っ
て
い
る
全
宇
宙
の
最
も
純
粋
な
、

最

も
完
全
な
現
象
形
態
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
そ
れ

か

ら
法
華
経
が
独
断
的
な
真
理
を
得
よ
う
と
欲
す
る
、
あ
る
い
は
、
そ
れ

に

つ
い

て

瞑
想

し
よ
う
と
欲
す
る
、
如
何
な
る
目
的
も
有
し
な
い
。
祈
り

な
が
ら
崇
拝
す
る
信
仰
に
お
い
て
、
こ
の
題
目
を
発
音
す
る
こ
と
だ
け
が

問
題
な
の
で
あ
る
〔
皿
頁
〕

　
法
華
経
と
い
う
「
こ
の
書
物
の
す
べ
て
の
言
葉
は
、
ひ
と
り
の
生
身
の
ブ
ッ

ダ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
［
聖
な
る
題
目
は
、
永
遠
の
ブ
ッ
ダ

の

最

も
純
粋
な
、
最
も
完
全
な
現
象
形
態
に
他
な
ら
な
い
」
と
言
い
換
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
の
最
も
純
粋
な
、
最
も
完
全
な
現
象
形
態
は
、

日
蓮
の
教
え
（
湯
田
）

わ

れ

わ
れ
の
肉
眼
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
こ

に

お

い

て
、
文
字
を
見
る
こ
と
に
対
す
る
責
任
は
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
眼
だ
け
で

あ
る
」
。
わ
れ
わ
れ
が
妙
法
蓮
華
経
の
五
文
字
を
見
る
こ
と
に
対
す
る
責
任
は

わ
れ
わ
れ
の
肉
眼
だ
け
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
眼
に
よ
っ
て

妙
法
蓮
華
経
の
五
文
字
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
、
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
の
現
象

形
態
、
す
な
わ
ち
、
歴
史
ヒ
の
生
身
の
ブ
ッ
ダ
を
見
る
の
で
あ
る
。
「
妙
法
蓮

華
経
」
の
御
題
目
は
、
シ
ャ
ー
キ
ヤ
ム
ニ
の
目
覚
め
て
い
る
状
態
、
お
よ
び
全

宇

宙
の
最
も
純
粋
な
、
最
も
完
全
な
現
象
形
態
、
あ
る
い
は
全
宇
宙
の
実
相
に

他
な
ら
な
い
。
み
ず
か
ら
自
身
、
シ
ャ
ー
キ
ヤ
ム
ニ
の
完
全
に
目
覚
め
て
い
る

状
態
に
な

る
た
め
に
は
、
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
題
目
を
唱
え
さ
え
す
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
ブ
ッ
ダ
に
な
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
蓮
に
と
っ
て
、
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
／
久
遠
仏
が
何
で

あ
る
か
は
、
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
の
神
は
、
人
間
と
か
か

わ
る
限
り
に
お
い
て
、
汝
、
あ
る
い
は
、
あ
な
た
で
あ
る
。
神
は
人
間
に
話
し

か

け
、
人
間
は
、
神
に
話
し
か
け
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
は
、
神
が
何
か
と

い

う
こ
と
を
全
く
問
題
に
し
な
か
っ
た
、
）
日
蓮
の
場
合
に
も
、
グ
ン
デ
ル
ト
に

よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
の
現
象
形
態
は
、
「
そ
れ
か

ら
法
華
経
が
独
断
的
な
真
理
を
得
よ
う
と
欲
す
る
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
つ
い

て

瞑
想

し
よ
う
と
欲
す
る
、
如
何
な
る
目
的
も
有
し
な
い
。
祈
り
な
が
ら
崇
拝

す

る
信
仰
に
お
い
て
、
こ
の
題
日
を
発
音
す
る
こ
と
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
る
」
、
．

要
す

る
に
、
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
そ
の
も
の
に
、
日
蓮
は
興
味
を
示
し
て
い
な
い
よ

二
二
．
五
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う
に
思
わ
れ
る
。
日
蓮
に
と
っ
て
真
に
重
要
な
の
は
、
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
と
名
づ

け
ら
れ
る
真
の
存
在
で
は
な
く
、
人
間
の
現
存
在
あ
る
い
は
生
存
そ
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
人
間
の
生
存
は
無
常
で
あ
る
。

　

日
蓮
は
、
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
あ
る
い
は
久
遠
仏
に
深
い
関
心
を
示
し
て
い
な
い

　
　

こ
の
よ
う
に
わ
た
く
し
は
解
釈
す
る
U
日
蓮
の
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て

の

見
解
は
、
グ
ン
デ
ル
ト
の
『
日
本
宗
教
史
』
に
お
い
て
全
く
示
さ
れ
て
い
な

い
。
法
華
経
と
い
う
「
こ
の
書
物
の
中
の
す
べ
て
の
言
葉
は
、
ひ
と
り
の
生
身

の

ブ

ッ

ダ
で
あ
る
」
と
い
う
グ
ン
デ
ル
ト
の
解
説
に
基
づ
い
て
、
わ
た
く
し
は

日
蓮
の
シ
ャ
ー
キ
ヤ
ム
ニ
観
を
推
測
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
法
華

経
の
シ
ャ
ー
キ
ヤ
ム
ニ
は
、
人
間
の
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
長
く
生
き
続
け
る
け

れ

ど
も
、
彼
は
決
し
て
不
死
で
は
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
彼
の
生
命
は

遠
い
未
来
に
お
い
て
尽
き
る
。
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
そ
の
も
の
は
、
日
蓮
に
と
っ
て

問
題
で
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
．
ブ
ッ
ダ
の
性
質
が
何
か
と
い
う
、
形
而
ヒ
学

的
な
問
題
は
、
日
蓮
に
と
っ
て
少
し
も
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
．

　
・H

ブ
ッ

ダ

に
な
ろ
う
と
す
る
熱
望

　
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
題
目
を
唱
え
る
こ
と
が
、
日
蓮
の
教
え
の
ハ
ー
ト
で
あ

，〈，

o
　
［
’
御
題
目
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
人
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
悪
人
で

あ
れ
、
生
身
の
人
間
は
法
華
経
の
本
質
に
変
え
ら
れ
る
。
題
目
の
響
き
は
、
人

間
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
を
出
現
さ
せ
る
。
そ
の
出
現
に
お
い
て
、
す

六

べ
て

の

モ

ラ
ル
も
決
定
さ
れ
て
い
る
　
　
聖
な
る
題
目
の
名
指
し
さ
れ
る
と
こ

ろ
、
そ
こ
に
は
、
す
で
に
浄
土
が
あ
る
．
現
在
に
お
い
て
、
こ
の
大
地
に
お
い

て
、
太
陽
の
昇
る
、
こ
の
国
に
お
い
て
、
ブ
ッ
ダ
に
な
る
こ
と
が
起
こ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　

そ

れ

ゆ
え
に
、
あ
の
世
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
に
つ
い
て
の
浄
十
宗
の
お
し
ゃ
べ
り
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ぴ
け
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ィ

厳
し
く
非
難
す
べ
き
誤
謬
で
あ
る
」
［
1
0
頁
〕
。
日
蓮
の
浄
土
宗
批
判
は
、
わ
れ

わ
れ
の
興
味
を
そ
そ
る
。
日
蓮
は
、
彼
の
眼
差
し
を
現
象
界
か
ら
そ
ら
し
て
、

超
越
的
な
も
の
へ
向
け
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
彼
の

生

き
て
い
た
時
代
、
お
よ
び
国
で
あ
り
、
そ
し
て
社
会
の
現
実
で
あ
っ
た
。

　

グ
ン
デ
ル
ト
は
、
3
．
〕
u
蓮
の
教
え
に
お
い
て
簡
明
に
U
蓮
の
思
想
を
ス
ケ
ッ

チ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、
グ
ン
デ
ル
ト
の
日
蓮
の
教
え
を
批
判

的
に
論
評
し
た
。
こ
れ
以
上
、
彼
の
日
蓮
の
教
え
に
つ
い
て
論
述
す
る
必
要
を
、

わ
た
く
し
は
認
め
な
い
。
”
末
法
”
あ
る
い
は
”
末
世
”
に
つ
い
て
も
、
グ
ン

デ

ル

ト
は
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る
．
．
し
か
し
、
”
末
法
”
に
関
す
る
彼
の
ス
ケ
ッ

チ
に
言
及
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
グ
ン
デ
ル
ト
の
日
蓮
の
教
え
に
お
い
て
注
目

さ
れ
る
べ
き
点
は
、
法
華
経
に
含
ま
れ
る
、
あ
ら
ゆ
る
言
葉
は
生
身
の
ブ
ッ
ダ

で

あ
る
こ
と
、
お
よ
び
ブ
ッ
ダ
に
な
る
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
て
、
こ
の
大
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

で
、
太
陽
の
昇
y
t
　
［
’
日
出
つ
る
〕
こ
の
国
で
起
こ
る
こ
と
に
要
約
さ
れ
る
、

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
神
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
熱

望
が
、
人
間
の
存
在
論
的
興
味
を
そ
そ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
、

特

に
、
ロ
本
に
お
い
て
は
、
ブ
ッ
ダ
に
な
ろ
う
と
す
る
熱
望
が
、
仏
教
徒
の
最

高
日
標
で
あ
ろ
う
，
、
永
遠
の
ブ
ッ
ダ
の
現
象
形
態
で
あ
る
シ
ャ
ー
キ
ヤ
ム
ニ
の



目
覚
め
て
い
る
状
態
に
達
す
る
こ
と
が
、
日
蓮
に
と
っ
て
“
ブ
ッ
ダ
に
な
る
こ

と
”
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
道
は
、
妙
法

蓮
華
経
の
五
文
字
を
発
音
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
”
南
無
妙
法
蓮
華
経
”

と
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
身
の
人
間
は
法
華
経
の
本
質
に
変
え
ら
れ
る
。

そ

し
て
F
題
日
の
響
き
は
、
人
間
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
を
出
現
さ
せ

る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
の
は
、
他
者
で
あ
る
シ
ャ
ー
キ
ヤ
ム
ニ
に
よ
っ
て
人
間
が
救
済
さ
れ
る

こ
と
で
は
な
い
。
「
題
目
の
響
き
は
、
人
間
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
を

出
現
さ
せ
る
」
ゆ
え
、
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
御
題
目
を
唱
え
る
人
間
が
、
そ
う

す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
を
出
現
さ
せ
、

ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ

み

ず
か

ら
ブ
ッ
ダ
に
な
る
の
で
あ
る
。
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
る
永
遠
の
ブ
ッ
ダ

の

助

け
は
必
要
で
は
な
い
．
、
み
ず
か
ら
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
に
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
シ
ャ
ー
キ
ヤ
ム
ニ
の
目
覚
め
て
い
る
状
態
に
達
し
、
r
現
在
に

お
い
て
、
こ
の
大
地
に
お
い
て
、
太
陽
の
昇
る
こ
の
國
に
お
い
て
」
、
人
は
、

み

ず
か

ら
、
ブ
ッ
ダ
に
な
る
の
で
あ
る
。
生
身
の
ブ
ッ
ダ
に
な
る
こ
と
が
、
日

蓮
の

中
心
思
想
で
あ
る
。
日
本
宗
教
史
に
お
い
て
、
日
蓮
聖
人
ほ
ど
情
熱
的
に

“

ブ
ッ
ダ
に
な
ろ
う
と
す
る
熱
望
”
を
説
い
た
宗
教
者
は
、
他
に
存
在
す
る
で

あ
ろ
う
か
？

日
蓮
の
教
え
（
湯
田
）

結
び
に

代
え

て

　

グ
ン
デ
ル
ト
の
”
日
蓮
の
教
え
”
は
、
あ
ま
り
に
も
簡
明
で
あ
る
と
い
う
印

象
を
人
に
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
．
、
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
解
説
は
、
問
題
の

核
心
に
触
れ
て
い
る
。
あ
る
高
名
な
、
ド
イ
ツ
の
日
本
学
者
に
よ
っ
て
刊
行
さ

れ
た
書
物
、
』
p
H
）
①
己
［
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に
お
い
て
、
A
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
デ
は
、
日
蓮
の
思
想
を
極
め
て
コ
ン
サ
イ
ス
に

解
説
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
”
南
無
　
妙
法
蓮
華
経
”
が
、
一
日
蓮
に
と
っ

て
、
肉
体
を
具
え
た
／
生
身
の
ブ
ッ
ダ
と
見
な
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
た

だ
、
こ
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
だ
け
、
日
蓮
の
信
仰
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て

の

人
間
に
隠
さ
れ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
が
出
現
す
る
」
　
　
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ

ヴ

ァ

ー
デ
は
言
う
。
日
蓮
の
教
え
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
デ
は
、
こ
れ
だ
け

し
か
言
っ
て
い
な
い
。
一
九
七
五
年
に
「
日
本
』
と
い
う
単
行
本
に
お
い
て
シ
ュ

ヴ
ァ
ー
デ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
”
日
蓮
の
教
え
”
の
解
説
よ
り
も
、
一
九
三
五

年
に
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
グ
ン
デ
ル
ト
の
”
口
蓮
の
教
え
”
の
方
が
、

遥
か

に

優
れ

て

い

る
。
一
九
三
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
彼
の
『
日
本
宗
教
史
』

の

中
の
”
日
蓮
の
教
え
”
に
つ
い
て
、
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
さ
え
批
判
的
に

紹
介
す
る
労
を
煩
わ
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
、
有
益
で
あ
る
　
　
そ
の
よ
う
に
、

わ
た
く
し
は
信
じ
る
。

　
木
を
見
て
森
を
見
な
い
こ
と
は
、
今
や
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
流
行
病
に
な
っ

1
＿
し
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て

し
ま
っ
た
。
学
者
に
よ
っ
て
好
ん
で
扱
わ
れ
る
の
は
、
小
さ
く
て
、
し
か
も
、

テ

ク
ニ
カ
ル
な
テ
ー
マ
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
者
は
長
た
ら
し
い
説
明
を
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好
む
。
し
か
し
、
専
門
の
視
点
か
ら
だ
け
研
究
す
る
の
は
、
決
し
て
望
ま
し
く

な
い
。
過
度
の
専
門
化
は
、
人
を
盲
目
に
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
グ
ン
デ
ル
ト

の

”

日
蓮
の
教
え
”
は
、
わ
れ
わ
れ
を
盲
目
に
す
る
こ
と
を
教
え
な
い
。
極
め

て

簡
明
に
、
し
か
も
、
深
い
次
元
に
お
い
て
、
日
蓮
の
教
え
が
何
か
を
、
彼
は

わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
”
日
蓮
の
教
え
”
の
解
釈
が
正
し
い

か

否

か
、
わ
れ
わ
れ
は
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
グ
ン
デ
ル
ト
は
、
専

門
的
な
デ
ー
タ
を
用
い
て
末
梢
的
な
テ
ー
マ
を
末
梢
的
に
扱
っ
て
い
な
い
。

”

日
蓮
の
教
え
”
に
ア
ク
セ
ス
す
る
、
彼
の
方
法
が
正
し
い
か
否
か
、
日
蓮
に

つ
い

て

の

彼
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
洞
察
に
富
ん
で
い
る
か
否
か
　
　
そ
れ
が
問
題

で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
日
蓮
の
教
え
に
関
す
る
知
識
の
量

で
は

な
く
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
批
判
精
神
、

そ

し
て
日
蓮
の
思
想
と
行
動
に
対
す
る
理
解
を
、
わ
れ
わ
れ
が
有
す
る
か
否
か

で
あ
ろ
う
。

八


