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第
五
十
二
回
中
央
教
化
研
究
会
議
　
基
調
講
演

歴
史
か
ら
見
た
日
蓮
聖
人

中
　
尾
　
堯
　
文

司
会　

こ
れ
よ
り
、
お
二
人
目
の
基
調
講
演
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
中
尾
堯
文
先
生
は
、
現
在
、
立
正
大
学
名
誉
教
授
、
勧
学
院

副
院
長
、
宗
宝
霊
跡
審
議
会
副
委
員
長
、
学
階
詮
考
委
員
会
委
員
に
ご
就
任
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
経
歴
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
立
正
大
学

学
監
・
同
人
文
科
学
研
究
所
長
、
文
部
省
学
術
審
議
会
専
門
委
員
、
文
化
財
保
護
審
議
会
専
門
委
員
、
日
本
古
文
書
学
会
会
長
等
を
歴
任

さ
れ
、
平
成
二
十
五
年
春
の
叙
勲
に
お
き
ま
し
て
、
公
共
的
な
職
務
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
瑞
宝
中
綬
賞
を
受
賞
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

著
書
に
は
、『
日
蓮
宗
の
成
立
と
展
開
─
中
山
法
華
経
寺
を
中
心
と
し
て
─
』、『
日
蓮
信
仰
の
系
譜
と
儀
礼
』、『
日
蓮
真
蹟
遺
文
と
寺

院
文
書
』。
編
集
で
は
、
図
説
の
『
日
蓮
聖
人
と
法
華
の
至
宝
全
七
巻
』
な
ど
、
多
数
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
購
入
も
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ

ま
す
。

　

そ
れ
で
は
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

中
尾　

で
は
、
恒
例
に
従
い
ま
し
て
、
お
題
目
三
唱
に
移
り
ま
す
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
。

　

ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
、
中
尾
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
三
原
所
長
か
ら
、
歴
史
学
者
と
し
て
ご
降
誕
を
ど
う
捉
え
る
か
、
と
の
ご
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下
命
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
に
し
ま
し
て
は
、
歴
史
学
者
と
し
て
、
と
改
め
て
い
わ
れ
ま
す
と
、
刃
を
胸
の
前
に
突
き
付
け
ら

れ
た
よ
う
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
日
蓮
聖
人
の
御
伝
記
に
つ
き
ま
し
て
、
非
常
に
難
し
い
面
が
あ
り
す
ぎ
る
か
ら
で
ご
ざ

い
ま
す
。
改
め
て
、
歴
史
学
者
と
し
て
、
と
い
う
言
葉
の
裏
に
は
、「
本
当
の
日
蓮
聖
人
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
」、
そ
う
い
う
一
つ
の
暗
黙

の
要
求
が
、
い
つ
も
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
、
私
は
一
生
、
日
蓮
聖
人
の
御
伝
記
を
取
り
扱
い
ま
し
て
、

悩
み
抜
い
て
参
り
ま
し
た
。
私
は
、
人
の
前
で
あ
ん
ま
り
深
刻
な
顔
を
し
た
り
、
怒
っ
た
り
し
な
い
で
、
で
き
る
だ
け
に
こ
に
こ
し
て
い

る
の
で
す
が
、
本
当
は
悩
み
抜
い
て
い
る
の
で
す
。

　

若
い
時
分
に
、
研
究
生
と
し
て
東
京
教
育
大
学
に
在
籍
し
、
学
位
論
文
は
東
京
教
育
大
学
か
ら
頂
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
関
係

で
、
東
京
教
育
大
学
の
学
生
と
随
分
議
論
を
い
た
し
ま
し
た
。
東
京
教
育
大
学
の
学
風
と
い
う
の
は
、
と
に
か
く
上
下
関
係
を
考
え
な
い

で
、
互
い
に
意
見
を
言
い
合
う
こ
と
で
す
。
大
変
な
議
論
の
場
で
し
た
。
私
は
立
正
大
学
で
気
楽
に
し
て
い
た
の
で
す
け
ど
も
、
東
京
教

育
大
学
に
行
っ
て
か
ら
は
、
い
ろ
い
ろ
な
専
攻
の
方
か
ら
意
見
を
言
わ
れ
た
り
、
私
も
言
っ
た
り
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
の
際
に
、
学
際
的
研
究
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
学
際
的
と
い
う
の
は
、
学
問
と
学
問
と
が
お
互
い
に
協
力
し
て
、
何
か
共
同
作
業

し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

学
際
的
研
究
と
い
う
の
は
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
例
え
ば
仏
教
は
、
ま
ず
仏
教
学
、
宗
教
学
、
そ
れ
か
ら
歴
史
学
、
民
俗
学
、
社
会
学

な
ど
を
み
ん
な
一
緒
く
た
に
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

私
ど
も
が
話
を
し
ま
す
と
、
目
の
前
で
聴
い
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
質
問
し
た
り
、
注
文
し
た
り
す
る
の
が
、
実
は
倫
理
学
科
の
学
生
で

あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
美
術
の
学
生
で
あ
っ
た
り
し
て
、
非
常
に
刺
激
的
な
世
界
で
し
た
。
そ
の
中
で
、
日
蓮
聖
人
を
ど
う
捉
え
る
か
、

が
私
に
投
げ
掛
け
ら
れ
た
大
き
な
問
題
で
す
。

　

し
か
し
、
日
蓮
聖
人
を
歴
史
学
的
に
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
至
難
の
業
で
す
。
特
に
皆
さ
ん
か
ら
、「
こ
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
る
け
れ

ど
も
、
本
当
は
ど
う
な
の
か
？
」
と
い
う
質
問
を
さ
れ
る
の
が
、
一
番
厳
し
い
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
の
ど
こ
を
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抑
え
て
み
て
も
、
客
観
的
に
日
蓮
聖
人
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
歴
史
的
に
言
い
切
る
に
は
困
難
が
あ
る
の
で
す
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
日
蓮
聖
人
は
ご
自
分
の
御
一
生
に
わ
た
る
、
事
績
と
い
う
も
の
を
、
あ
り
の
ま
ま
話
を
し
よ
う
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

先
ほ
ど
、
鈴
木
隆
泰
先
生
の
ご
講
演
を
、「
あ
あ
、
こ
う
い
う
こ
と
を
お
話
し
さ
れ
な
く
て
は
、
信
仰
の
側
か
ら
は
受
け
と
め
難
い
な
」

と
思
い
な
が
ら
聴
い
て
お
り
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
日
蓮
聖
人
は
客
観
的
な
事
実
を
そ
の
ま
ま
述
べ
な
い
で
、
そ
れ
を
ご
自
身
の
教
義
、

ご
自
身
の
ご
生
涯
の
深
刻
な
体
験
と
し
て
宗
教
的
に
意
義
づ
け
て
、
法
華
経
思
想
の
も
と
で
読
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
よ
っ
て
法

華
経
の
土
台
が
な
い
と
、
日
蓮
聖
人
の
御
伝
記
は
、
実
際
読
め
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
日
蓮
聖
人
が
ど

う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
に
は
分
か
ら
な
い
。
私
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
初
め
か
ら
断
念
し
て
お
り
ま
す
。
断
念
し

な
が
ら
で
も
、
や
は
り
客
観
的
に
捉
え
る
の
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
私
の
一
生
涯
に
お
い
て
の
、

日
蓮
聖
人
の
御
一
生
に
つ
い
て
の
見
解
で
す
。

　

二
十
年
前
に
、
日
蓮
聖
人
の
御
伝
記
を
書
き
ま
し
た
。
吉
川
弘
文
館
か
ら
、
歴
史
に
つ
い
て
の
観
点
か
ら
日
蓮
聖
人
を
捉
え
て
く
れ
と

要
請
さ
れ
ま
し
た
。
私
の
担
当
編
集
者
は
、
立
正
大
学
の
出
身
者
な
の
で
す
が
、「
日
蓮
聖
人
で
は
な
く
て
、
日
蓮
を
書
い
て
く
れ
」
と

言
わ
れ
た
。
こ
の
言
葉
に
、
刃
を
突
き
付
け
ら
れ
た
よ
う
で
し
た
。
例
え
ば
、
竜
の
口
法
難
で
す
。
竜
の
口
法
難
を
見
ま
す
と
、
歴
史
学

者
は
ほ
と
ん
ど
、
そ
の
事
実
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
東
北
大
学
の
佐
藤
弘
夫
先
生
が
、
同
じ
と
き
に
日
蓮
聖
人
の
伝
記
を

書
い
た
。
内
容
は
ち
ゃ
ん
と
整
理
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
学
者
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
、
竜
の
口
法
難
を
実
話
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う

点
で
、
半
分
非
難
め
い
た
話
を
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

歴
史
学
者
に
本
当
か
、
作
り
話
か
、
実
像
か
、
虚
構
か
と
い
う
話
を
持
っ
て
こ
ら
れ
る
の
は
、
非
常
に
厳
し
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
に
応
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
運
命
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
私
の
基
本
的
な
回
答
は
今
申
し
ま
し
た
、
日
蓮
聖
人
は
、
ご
自
分
の
ご
生
涯
を
法
華
経
で
読
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
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す
の
で
、
こ
れ
が
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
聞
く
の
は
筋
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
う
考
え
て
お
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
実
像
を
描
き
上
げ
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
日
蓮
宗
の
信
仰
の
場
で
語
る
に
は
、
聖
な
る
話
を
さ
ら
に
進
め
た
形
で
、
法
華
経
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
聖
話
に
な
っ
て
い
ま

す
。
日
蓮
聖
人
は
説
話
の
中
で
も
、
お
お
い
に
教
義
を
神
秘
的
に
荘
厳
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
ご
生
涯
の
事
績
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
大
き

く
荘
厳
さ
れ
て
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
現
在
、
日
蓮
聖
人
の
、
祖
師
信
仰
と
し
て
語
ら
れ
る
聖
話
で
す
。

　

私
は
、
昭
和
二
十
六
年
に
東
京
に
来
ま
し
て
、
池
上
本
門
寺
の
随
身
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
世
話
役
は
、
伊
藤
海
聞
執
事
長

（
後
に
貫
首
）
で
し
た
。
そ
し
て
私
に
、
執
事
長
付
の
随
身
に
な
れ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
私
と
二
宮
將
泰
師
と
で
繰
り
弁

の
説
教
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
、
物
静
か
に
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
伊
藤
海
聞
執
事
長
は
、
身
振
り
が
激
し
い
た
め
、

説
教
台
が
ミ
シ
、
ミ
シ
、
ミ
シ
と
い
う
の
で
、
転
げ
落
ち
た
ら
大
変
だ
と
思
っ
て
、
心
配
し
な
が
ら
眺
め
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
説
教
に
、
人
々
は
非
常
に
感
激
を
し
て
、
涙
を
流
し
な
が
ら
、
由
比
浜
の
別
れ
だ
と
か
、
竜
の
口
の
折
に
振
り
あ
げ
た
刀
が
一
段

二
段
三
段
と
飛
び
散
り
…
…
な
ど
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
「
繰
り
弁
」
と
い
う
の
は
、
日
蓮
聖
人
の
事
績
を
荘
厳
し
て
い
く
、

一
つ
の
到
達
点
で
は
な
い
の
か
と
、
後
で
私
は
思
い
ま
し
た
。

　

現
在
、
日
蓮
聖
人
に
つ
い
て
の
御
伝
記
と
い
う
の
は
、
無
論
、
例
外
は
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
ま
ず
、
身
延
山
第
十
一
世
の
日
朝
上
人
の

身
延
文
庫
に
伝
来
し
て
い
る
『
元
祖
化
導
記
』
と
、
日
澄
上
人
の
、『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』、
こ
の
二
つ
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い

ま
す
。

　
『
元
祖
化
導
記
』
は
、
日
朝
上
人
が
実
際
に
あ
ち
こ
ち
歩
い
て
集
め
た
も
の
が
、
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
多
く
の
叙
述

は
、
日
蓮
聖
人
御
遺
文
の
深
い
読
み
解
き
、
読
解
を
も
と
と
し
て
い
ま
す
。
身
延
文
庫
に
行
き
ま
す
と
、
日
朝
上
人
が
「
朝
師
本
」
と
い

う
、
一
つ
の
御
遺
文
の
枠
を
作
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
後
世
に
お
い
て
御
遺
文
の
研
究
が
非
常
に
進
ん
だ
、
そ
の
原
動
力
の
ひ
と
つ

に
な
ら
れ
た
の
が
日
朝
上
人
で
す
。
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そ
れ
か
ら
『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
は
、
本
国
寺
一
門
の
日
澄
上
人
が
編
集
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
原
本
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
原
本
は

失
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
天
文
五
年
、
天て
ん

文も
ん

法
華
の
乱
の
年
に
、
福
井
県
小
浜
市
で
書
写
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
現
在
本
圀
寺
に
伝
わ

っ
て
お
り
ま
し
て
、
今
年
（
二
〇
一
九
）
の
五
月
に
、
京
都
府
の
指
定
文
化
財
に
な
り
ま
し
た
。
私
ど
も
、
指
定
に
つ
い
て
は
随
分
協
力

し
た
の
で
す
が
、
現
在
こ
れ
は
随
分
傷
ん
で
お
り
ま
し
て
、
ど
う
直
す
か
と
い
う
こ
と
が
、
火
急
の
問
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の

『
元
祖
化
導
記
』
と
、
日
澄
上
人
の
『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
の
写
し
、
こ
れ
が
基
と
な
っ
て
日
蓮
聖
人
伝
が
広
が
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

戦
国
時
代
を
過
ぎ
て
、
江
戸
時
代
に
な
る
少
し
前
、
秀
吉
が
天
下
統
一
し
た
と
き
に
、
日
本
国
中
に
ほ
と
ん
ど
関
所
が
な
く
な
り
、
日

本
全
国
が
無
条
件
で
は
な
く
と
も
、
基
本
的
に
は
自
由
に
、
行
き
来
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
従
っ
て
、
日
蓮
宗
の
信
仰
も
商
工
業

者
の
発
展
に
よ
り
、
全
国
的
な
広
が
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
蓮
聖
人
の
御
伝
記
が
ず
っ
と
広
が
っ
て
い
く
の
は
、
そ
の
頃

で
す
。
各
地
域
で
は
、
日
蓮
宗
の
お
寺
が
大
き
く
な
り
、
特
に
祖
師
の
木
像
が
急
に
大
型
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
お
会
式
に
語
ら
れ

る
よ
う
な
参
詣
、
習
俗
が
全
国
的
に
広
が
っ
た
の
が
、
江
戸
初
期
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

無
論
、
京
都
周
辺
で
は
さ
ら
に
二
百
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
、
盛
ん
な
参
詣
習
俗
が
見
え
ま
す
が
、
全
国
的
な
規
模
で
祖
師
信
仰
が
広
が
っ

た
の
は
、
天
下
統
一
の
頃
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
こ
と
で
す
。
そ
の
動
き
に
従
っ
て
、『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
が
広
く
普
及
し
て
い
き
ま

す
。
現
在
、
私
が
把
握
し
て
い
る
註
画
讃
は
、
五
セ
ッ
ト
あ
り
ま
す
。
ご
存
知
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
一
昨
年
に
、
図

説
『
日
蓮
聖
人
と
法
華
の
至
宝
』
と
い
う
写
真
集
が
全
七
巻
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
第
七
巻
に
は
、
私
が
今
集
め
る
こ
と
の
で
き
る
『
日

蓮
聖
人
註
画
讃
』
を
全
部
、
註
釈
も
入
れ
て
、
掲
載
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
、
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
な
り
、『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
を
基
に
し
て
、
全
国
的
な
伝
承
を
広
く
集
め
た
の
が
、
小
川
泰
堂
の
『
日
蓮
聖
人
真
実
伝
』

で
す
。
ま
た
、『
法
華
霊
場
記
』
と
い
う
冊
子
本
も
出
て
、
日
蓮
聖
人
の
事
跡
を
巡
っ
て
歩
い
て
い
く
、
団
参
の
初
期
の
形
が
生
ま
れ
て

ま
い
り
ま
し
た
。
文
化
文
政
の
頃
に
は
、
身
延
詣
が
盛
ん
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
当
時
は
、
団
体
で
身
延
山
参
詣
す
る
人
た
ち
は
、

道
中
で
使
用
す
る
必
要
最
低
限
の
お
金
し
か
持
っ
て
い
か
な
か
っ
た
た
め
、
お
参
り
す
る
人
が
多
く
て
も
、
お
賽
銭
が
少
な
い
。
そ
こ
で
、
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こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
、
江
戸
で
出
開
帳
を
開
催
し
た
り
、
身
延
山
別
院
を
新
た
に
始
め
た
り
し
て
、
江
戸
で
お
賽
銭
を
頂
こ

う
と
い
う
よ
う
な
動
き
が
あ
り
、
祖
師
信
仰
が
大
き
な
広
が
り
を
み
せ
ま
す
。
ま
た
、
歌
舞
伎
に
お
い
て
も
、
日
蓮
聖
人
が
演
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

立
正
大
学
を
中
心
と
し
て
、
日
蓮
聖
人
の
伝
記
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
非
常
に
労
力
を
か
け
た
た
め
、
現
在
で
は
他
の
鎌
倉
新
仏
教
の

祖
師
の
中
で
、
最
も
研
究
が
進
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
伝
の
研
究
に
よ
っ
て
、
日
蓮
聖
人
の
御
真
蹟
、
御
遺
文
の

研
究
が
盛
ん
に
な
り
、『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
の
よ
う
に
、
編
纂
が
早
く
か
ら
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

と
に
か
く
日
蓮
宗
は
、
日
本
の
各
宗
の
中
で
、
宗
祖
の
研
究
が
最
も
進
ん
だ
宗
派
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
間
違
い
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
し

か
し
問
題
点
は
、『
元
祖
化
導
記
』
や
『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
の
記
述
が
神
秘
的
な
叙
述
に
終
始
し
て
い
ま
す
の
で
、
虚
像
に
対
し
て
の

疑
問
を
持
つ
こ
と
が
広
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
。「
実
は
こ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
、
疑
問
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
私
は
少
し

批
判
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
日
蓮
聖
人
の
御
真
蹟
を
、
残
っ
て
い
る
も
の
か
、
残
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
か
つ
て
あ
っ

た
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
価
値
を
分
け
て
捉
え
て
い
る
の
で
す
。
も
し
、
御
真
蹟
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
今
は
な
い
け
ど

も
、
か
つ
て
あ
っ
た
と
い
う
も
の
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
、
無
視
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
行
き
す
ぎ
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
私
も
そ
の
中
に
お
り
ま
す
の
で
、
自
分
が
乗
っ
て
い
る
木
の
枝
を
自
分
で
切
り
落
と
す
よ
う
な
こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
し
て
お

り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
結
果
、
宗
学
で
は
、
本
当
の
日
蓮
聖
人
の
お
姿
を
描
い
て
、
一
般
の
伝
承
は
二
の
次
に
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
で
す
。

立
正
大
学
で
、
こ
の
日
蓮
聖
人
伝
を
聴
い
た
方
は
、
御
自
坊
に
帰
っ
て
、
い
よ
い
よ
檀
信
徒
を
引
き
連
れ
て
霊
場
を
訪
ね
る
と
い
う
と
き

に
は
、
再
び
『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
の
世
界
に
引
き
戻
さ
れ
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
は
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
、
随
分
困
惑
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
立
正
大
学
の
歴
史
学
を
専
攻
で
す
か
ら
「
一
般
的
に
は
こ
う
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
先
生
は
そ
う
は
考
え
な
い
で
し
ょ
う
ね
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え
」
と
、
註
釈
付
で
問
い
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
、
結
構
多
い
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
日
蓮
聖
人
伝
、
あ
る
い
は
日
蓮
聖
人
の
歴
史
に
対
す

る
、
原
則
と
し
て
習
っ
た
立
正
大
学
で
の
教
育
と
、
布
教
の
実
践
の
中
で
立
ち
向
か
っ
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
日
蓮
聖
人
伝
の
イ
メ
ー

ジ
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
違
い
と
い
う
も
の
が
、
や
は
り
顕
著
で
あ
る
こ
と
を
、
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

冒
頭
に
私
の
専
攻
は
歴
史
学
と
申
し
ま
し
た
が
、
文
学
部
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
日
本
史
の
全
体
像
の
な
か
で
考
え
る
時
、
日
蓮
聖

人
だ
け
を
と
り
出
し
て
見
て
い
る
だ
け
で
は
、
当
然
、
学
界
で
は
問
題
に
さ
れ
ま
せ
ん
。
周
囲
の
、
例
え
ば
鎌
倉
幕
府
の
動
向
だ
と
か
を

い
ろ
い
ろ
考
え
な
が
ら
、
自
分
の
論
を
進
め
て
い
く
の
で
す
。
今
頃
は
随
分
研
究
も
進
み
ま
し
て
、
例
の
有
名
な
元
寇
に
つ
い
て
、
水
中

考
古
学
が
盛
ん
に
な
っ
た
影
響
で
、
台
風
が
発
生
し
た
と
き
に
、
ど
ち
ら
の
方
向
か
ら
、
ど
ち
ら
の
方
へ
向
か
っ
て
吹
い
た
か
と
い
う
こ

と
が
、
大
体
見
当
つ
く
の
で
す
。
な
ぜ
気
が
付
く
か
と
い
い
ま
す
と
、
沈
ん
だ
蒙
古
の
船
が
ど
ち
ら
へ
向
い
て
沈
ん
で
い
る
か
、
そ
れ
を

調
べ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
辺
の
船
は
北
東
の
方
に
向
い
て
い
る
か
ら
、
そ
の
逆
の
方
か
ら
風
が
吹
い
た
の
だ
ろ
う
と
か
、
そ
う
い
う
よ

う
な
研
究
も
な
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
『
気
候
で
読
む
日
本
史
』
と
い
う
書
が
、
最
近
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
買
っ

て
、
今
読
ん
で
い
る
最
中
な
の
で
す
が
、
こ
れ
も
や
は
り
、「
正
嘉
の
大
地
震
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
」、「
そ
の
飢
饉
は
日
本
だ
け
で
は
な

く
て
、
世
界
的
な
気
候
変
動
で
あ
っ
た
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
今
面
白
く
読
ん
で
お
り
ま
す
。
以
上
の
よ
う
な
、
今
ま
で
考
え
る
こ
と

の
で
き
な
か
っ
た
史
実
が
、
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

余
談
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
日
蓮
聖
人
が
お
手
紙
の
中
で
、
蒙
古
の
襲
来
に
つ
い
て
、
非
常
に
詳
し
く
書
い
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
こ

れ
は
大
変
な
史
料
で
す
。
蒙
古
が
、
一
夜
の
う
ち
に
敗
れ
去
っ
た
。
七
万
ほ
ど
の
軍
勢
が
、
博
多
湾
で
み
ん
な
、
海
の
藻
く
ず
と
沈
ん
で

し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
情
報
は
現
在
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
考
え
て
み
る
と
、
七
万
人
乗
せ
た
船
が
博
多

湾
に
入
っ
て
、
大
風
が
吹
い
た
か
ら
、
さ
あ
っ
と
全
部
博
多
湾
に
沈
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
気
象
学
的
に
も
、
物
理
的
に
も
成
り
立
た
な

い
の
だ
そ
う
で
す
（
前
掲
書
）。
し
か
し
、
日
蓮
聖
人
の
蒙
古
襲
来
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
非
常
に
珍
し
く
、
当
時
と
し
て
は
、
本
当
に

貴
重
な
記
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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も
う
一
つ
、
私
は
戦
後
の
時
代
の
中
で
、
歴
史
学
を
専
攻
す
る
一
人
と
し
て
生
き
て
き
ま
し
た
が
、
鎌
倉
仏
教
に
は
民
衆
史
と
い
う
問

題
が
常
に
意
識
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
何
で
も
か
ん
で
も
民
衆
救
済
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。「
親
鸞
さ
ん
は
、
民
衆
の
た
め
に
法
を
説
い

た
ん
だ
」、
と
強
調
さ
れ
る
の
も
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
東
国
に
お
け
る
親
鸞
の
研
究
は
、
や
は
り
笠
原
一
男
先
生
が
随
分
進
め
ら

れ
て
、
私
も
随
分
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
、
東
京
教
育
大
学
で
、
私
と
一
緒
に
研
究
し
て
い
た
人
に
、
今
井
雅
晴
先
生
と
い

う
方
が
い
ま
す
。
彼
は
、
親
鸞
の
宗
教
が
民
衆
救
済
を
第
一
に
し
て
し
ま
っ
た
と
断
定
す
る
の
は
幻
想
だ
、
と
し
て
説
き
回
っ
て
お
り
ま

し
て
、
今
、
鎌
倉
仏
教
を
見
直
す
時
期
が
き
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
お
い
で
の
中
で
お
年
を
召
し
た
方
は
、
高
校
生
の
と
き
に
歴
史
の
教
科
書
で
、「
鎌
倉
新9

仏
教
」
と
習
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ

に
対
し
て
、
今
の
教
科
書
は
「
鎌
倉
仏
教
」
と
「
新
」
を
と
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
私
ど
も
は
「
鎌
倉
新
仏
教
」
と
い
う
そ
の
新

の
字
は
、
果
た
し
て
意
味
が
あ
る
の
か
ど
う
か
話
し
合
い
ま
し
た
。
古
代
仏
教
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
新
し
い
大
陸
文
化
が
、
仏
教
の
影

響
を
受
け
て
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
す
。
そ
の
受
け
止
め
方
に
よ
っ
て
内
部
的
な
変
革
が
あ
り
、

外
部
的
に
も
文
化
変
容
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
う
い
う
問
題
を
随
分
議
論
し
た
結
果
、
現
在
は
新
仏
教
と
い
う
言
葉
は
使
い
ま
せ
ん
。

　

い
ま
再
び
、
教
科
書
の
中
で
日
蓮
聖
人
が
ど
う
記
述
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
一
所
懸
命
勉
強
し
て
お
り
ま
す
。
各
教
科
書
の

中
で
、
一
番
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
実
教
出
版
と
い
う
、
大
阪
の
出
版
会
社
で
、
平
雅
行
先
生
と
い
う
方
が
書
い

た
と
思
わ
れ
る
教
科
書
で
す
。
な
か
な
か
良
い
記
述
が
な
さ
れ
て
お
り
、
私
は
そ
れ
が
一
番
妥
当
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
、
研
究
方
向
と
し
て
ど
う
い
う
こ
と
を
し
た
ら
い
い
の
か
。
研
究
者
ば
か
り
目
の
前
に
し
て
問
い
か
け
る
よ
う
な
考
え
、
感

じ
を
お
持
ち
の
方
が
お
い
で
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
日
蓮
宗
の
教
師
は
、
み
ん
な
研
究
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

決
め
ら
れ
た
こ
と
を
や
る
の
で
は
な
く
て
、
新
し
い
天
地
を
開
い
て
い
こ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
を
世
の
中
に
広
め
て
い
こ
う
、
そ
う

い
う
情
熱
を
持
っ
た
方
だ
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

理
屈
っ
ぽ
く
な
り
ま
す
が
、
歴
史
学
と
し
て
個
人
の
名
を
挙
げ
る
時
は
、「
日
蓮
聖
人
」
で
は
な
く
て
「
日
蓮
」
で
す
。
日
蓮
の
営
み
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を
客
観
化
し
て
、
体
系
的
に
理
解
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
基
に
し
て
、
各
宗
の
宗
祖
な
ら
宗
祖
で
結
構
、
─
も
ち
ろ
ん
宗
祖
で

な
い
人
た
ち
も
た
く
さ
ん
お
り
ま
す
が
─
、
そ
う
い
っ
た
人
々
の
宗
教
の
営
み
を
体
系
的
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
時
代
の
仏

教
史
を
構
築
し
て
い
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
れ
が
私
ど
も
の
考
え
方
で
す
。

　

二
つ
目
に
は
、
宗
教
学
の
立
場
か
ら
は
、
荘
厳
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
伝
を
内
的
に
究
明
す
る
。「
そ
れ
は
違
う
」
と
言
う
の
で
は
な
く
て
、

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
、
法
華
経
の
信
仰
に
よ
っ
て
読
み
直
し
、
意
義
付
け
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
問
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
あ
る
現

象
に
対
し
て
、
そ
れ
を
ど
う
意
味
付
け
る
の
か
。
そ
の
問
題
点
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
問
い
ま
す
。

　

歴
史
学
で
は
、
日
蓮
像
を
歴
史
過
程
の
中
に
位
置
付
け
て
、
そ
し
て
そ
の
役
割
を
評
価
す
る
。
鎌
倉
時
代
の
中
で
位
置
付
け
ら
れ
た
、

日
蓮
聖
人
の
姿
を
き
ち
っ
と
つ
か
ん
で
い
く
。
宗
学
に
お
い
て
は
、
後
世
の
荘
厳
さ
れ
た
祖
師
像
か
ら
、
日
蓮
聖
人
の
宗
教
を
逆
に
遡
っ

て
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

私
は
こ
れ
を
、
学
生
諸
君
に
話
を
す
る
と
き
に
は
、
万
華
鏡
と
い
う
話
を
す
る
の
で
す
。
万
華
鏡
と
い
う
の
は
、
き
れ
い
に
見
え
ま
す
。

宗
教
学
だ
と
か
仏
教
学
、
宗
学
も
そ
う
で
す
が
、
現
在
到
達
し
た
立
場
か
ら
も
う
一
回
、
そ
の
万
華
鏡
を
見
て
い
く
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

そ
の
日
蓮
聖
人
六
十
一
年
の
営
み
と
い
う
も
の
を
、
横
か
ら
年
代
的
に
見
る
の
で
は
な
く
て
、
全
体
と
し
て
見
る
。
ど
こ
に
、
ど
の
時
点

に
焦
点
を
当
て
る
か
、
そ
こ
が
問
題
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
歴
史
学
と
い
う
の
は
、
逆
に
こ
れ
を
横
に
二
つ
に
割
っ
て
、
三
角
の
プ
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
お
り
ま
す
と
、
そ
れ
に
映
っ
た
姿

を
横
か
ら
眺
め
る
と
い
う
よ
う
な
立
場
だ
と
思
い
ま
す
。
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
両
方
の
立
場
を
一
つ
に
し
な
が
ら
、
ど
こ
で
折
り
合
い
を

つ
け
て
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ
が
、
宗
学
で
の
研
究
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

今
、
私
ど
も
は
、
宗
宝
調
査
に
走
り
回
っ
て
お
り
ま
す
。
宗
宝
調
査
と
い
う
の
は
、
本
来
、
日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
を
集
め
る
こ
と
か
ら

始
ま
り
ま
し
た
。

　

日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
を
集
め
る
と
い
う
の
は
、「
古
い
も
の
が
あ
っ
た
」、「
日
蓮
聖
人
の
真
筆
だ
」
と
、
そ
れ
で
満
足
す
る
や
り
方
で

02-03　中尾.indd   56 2020/07/09   14:28



57

歴史から見た日蓮聖人（中尾）

は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
客
観
的
な
事
実
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
我
々
が
ど
う

意
味
付
け
て
い
く
か
。
そ
の
意
味
付
け
を
し
な
い
と
、
本
当
の
宗
学
に
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
宗
学
と
い
う
の
は
今
日
的
意

識
に
立
っ
た
意
味
付
け
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
ど
も
は
い
つ
も
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
宗
宝
で
も
、
文
化
財
で
も
ど
う
意
味
付
け

る
か
が
問
題
で
す
。

　

私
は
明
日
、
少
し
早
く
失
礼
し
ま
し
て
、
愛
媛
県
の
宇
和
島
に
参
り
ま
す
。
宇
和
島
で
、
教
育
委
員
会
の
仕
事
が
待
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
宇
和
島
の
文
化
財
の
指
定
に
つ
い
て
、
根
拠
を
示
す
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
中
に
、
昔
の
話
ば
か
り
書
い
た
の
で
は
、
文
化
財

指
定
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
が
今
、
宇
和
島
の
社
会
に
、
文
化
に
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
報
告
書
に
書
か
な
い
と
な

り
ま
せ
ん
。
単
に
集
め
て
き
た
も
の
を
、「
は
い
、
文
化
財
」
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
文
化
財
が
、
宇
和
島
の
歴
史
の
中
に

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
。
そ
う
い
う
話
を
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
ま
す
。

　

現
代
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
伝
の
構
築
は
、
こ
の
よ
う
な
考
察
の
中
か
ら
可
能
で
す
し
、
今
を
直
視
し
な
が
ら
題
目
を
唱
え
、
法
華
経
を

信
仰
す
る
立
場
か
ら
、
日
蓮
聖
人
が
指
示
さ
れ
た
宗
教
的
な
営
み
を
意
味
付
け
て
い
く
の
で
す
。
私
は
京
都
妙
顕
寺
の
宝
蔵
を
、
三
十
年

ぐ
ら
い
、
毎
年
何
回
も
行
っ
て
、
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
建
治
二
年
に
、
日
蓮
聖
人
が
新
し
く
入
門
し
た
経

一
丸
に
与
え
ら
れ
た
一
幅
を
、「
玄
旨
本
尊
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、『
譬
喩
品
』
の
有
名
な
一
節
、「
而
る
に
今
此
の
処
は

諸
の
患
難
多
し
。
唯
我
一
人
の
み
能
く
救
護
を
為
す
」
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
最
初
の
「
而
今
」
と
い
う
言
葉
に
私
は
注
目
し
ま
す
。

而
今
の
「
而
」。
つ
ま
り
、
今
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
問
題
な
の
で
す
。

　

例
え
ば
日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
に
、「
わ
が
門
家
は
昼
は
暇
を
と
ど
め
、
夜
は
眠
り
を
断
ち
て
案
ぜ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
よ
く
立
正
大
学
で
は
、「
学
生
と
い
う
も
の
は
ね
、
暇
を
持
て
余
し
ち
ゃ
だ
め
だ
。
よ
う
勉
強
せ
え
っ
て
こ
と
だ
」
と
、
簡
単
に
お

っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
を
我
々
が
ど
う
見
る
の
か
、
今
を
中
心
に
考
え
て
み
よ
う
、「
今
」
を
も
と
に

法
華
経
の
教
え
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
考
え
て
み
よ
う
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
す
。
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さ
て
、
抽
象
的
な
話
ば
か
り
で
、
三
分
の
二
ぐ
ら
い
話
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
日
蓮
聖
人
の
御
誕
生
を
ど
う
考
え
る
か
は
大
切

な
こ
と
で
す
。
実
は
私
は
、
大
変
大
事
な
場
に
立
ち
会
っ
た
こ
と
が
幾
度
か
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
誕
生
寺
の
片
桐
海
石
貫
首
か
ら
、

お
訪
ね
す
る
よ
う
要
請
が
あ
り
、
早
速
行
き
ま
し
た
ら
私
は
目
を
疑
い
ま
し
た
。
抜
魂
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
の
御
木
像
が
御
宮
殿
か
ら
移
座

さ
れ
て
お
い
で
で
す
。
ま
さ
に
誕
生
寺
の
お
祖
師
様
で
す
。

　

誕
生
寺
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
に
津
波
に
よ
っ
て
全
部
流
さ
れ
て
し
ま
い
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
古
い
も
の
は
何
も
残
っ
て
い
な
い
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
深
く
は
研
究
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
祖
師
像
の
胎
中
か
ら
古
文
書
が
出
て
き
た
の

で
す
。（「
日
静
上
人
願
文
」
を
示
し
な
が
ら
）
日
静
上
人
と
い
う
方
は
第
三
世
で
す
。
こ
の
中
の
二
行
目
の
記
事
で
、
日
蓮
聖
人
が
貞
応

元
年
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
こ
と
が
、
は
っ
き
り
分
か
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
日
に
ち
の
と
こ
ろ
が
、
す
り
切
れ
て
い
る
の
で
す
。
も

っ
た
い
な
い
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
お
生
ま
れ
の
場
所
は
、
東
条
の
郷
の
片
海
で
す
。
そ
こ
は
間
違
い
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、

日
蓮
聖
人
の
ご
出
世
を
確
言
す
る
、
一
番
古
い
史
料
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
、
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
地
元
の
人
が
こ
れ
を
書

い
た
。
我
々
は
、
史
料
を
一
等
史
料
、
二
等
史
料
と
分
類
い
た
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
一
等
史
料
で
す
。

　

貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
日
蓮
聖
人
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
八
十
年
ぐ
ら
い
後
、
南
北
朝
時
代
で
す
。
日
静
は
七
十
三
歳
で
立
願
し
て
、

御
影
堂
を
作
り
ま
し
た
。
な
お
、
貞
治
二
年
の
三
月
六
日
に
は
、
最
初
の
鑿
を
カ
ー
ン
と
入
れ
て
、
八
月
二
十
九
日
に
開
眼
供
養
し
た
。

こ
の
木
像
が
見
つ
か
り
ま
し
た
ら
、
早
速
文
化
庁
の
知
人
の
と
こ
ろ
に
電
話
し
ま
し
て
、「
日
蓮
聖
人
の
古
い
ご
尊
像
が
見
つ
か
っ
た
」

と
言
っ
て
、
話
を
し
ま
し
た
。
す
る
と
国
か
ら
技
官
の
方
が
す
ぐ
に
来
寺
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
大
正
の
頃
に
、
誕
生
寺
が
皇
室
か
ら

信
仰
さ
れ
た
際
、
お
公
家
さ
ん
に
よ
く
似
合
う
よ
う
に
、
ず
ん
ぐ
り
と
し
た
日
蓮
聖
人
の
木
像
に
鑿
を
入
れ
ま
し
て
、
身
延
山
の
鏡
の
御

影
を
モ
デ
ル
に
歯
が
二
枚
前
へ
出
て
い
て
、
耳
も
細
く
削
り
お
と
し
、
頬
を
細
く
し
て
、
体
幹
も
細
く
し
て
、
随
分
手
を
入
れ
て
い
る
の

で
す
。
お
経
本
を
持
つ
手
も
き
れ
い
に
刻
ん
で
、
細
く
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
鴨
川
市
の
指
定
文
化
財
で
す
。

　

相
い
次
ぐ
災
難
の
た
め
に
傷
み
も
進
ん
で
い
ま
し
た
の
で
、
早
速
修
理
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
修
理
は
、
ま
ず
、
全
部
を
解
体
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し
た
上
で
、
再
び
き
れ
い
に
組
み
直
す
の
で
す
。
そ
の
工
程
は
、
お
坊
さ
ん
と
い
え
ど
も
、
外
に
は
見
せ
ま
せ
ん
。
本
当
に
限
ら
れ
た
人

だ
け
し
か
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
上
で
き
れ
い
に
し
て
、
色
を
塗
る
の
で
す
。
彩
色
が
で
き
た
と
き
に
、
片
桐
貫
首
と
一
緒
に
工
房
へ
行

き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
き
れ
い
に
塗
っ
た
お
姿
に
古
色
を
付
け
る
の
で
す
。
古
色
を
付
け
る
と
い
う
言
葉
を
、
専
門
家
は
汚
す
と
い

い
ま
す
。
ご
尊
像
に
墨
を
垂
ら
し
て
い
く
。
そ
れ
を
聞
い
た
と
き
に
、
貫
首
さ
ん
と
目
を
見
合
わ
せ
、「
こ
の
ま
ま
で
結
構
で
す
。
汚
さ

な
く
て
も
結
構
で
す
。
自
然
に
汚
れ
て
い
く
の
を
待
ち
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
そ
の
ま
ま
修
理
を
終
え
た
の
が
、
今
の
ご
尊
像
で
す
。

　

こ
れ
は
余
談
で
す
が
、
日
蓮
聖
人
の
御
木
像
の
、
向
か
っ
て
右
側
の
額
、
日
蓮
聖
人
か
ら
す
れ
ば
左
側
の
額
に
塗
っ
て
あ
る
木
粉
を
全

部
は
が
し
ま
し
た
ら
、
大
き
な
く
ぼ
み
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
こ
く
そ

0

0

0

で
埋
め
て
、
そ
の
上
に
彩
色
が
し
て
あ
り
ま
し
た
。
本
当
は
、

こ
こ
に
大
き
な
傷
が
あ
る
の
で
す
。
小
松
原
法
難
の
折
に
切
り
つ
け
ら
れ
た
傷
の
跡
で
す
。
今
日
、
明
日
で
も
終
わ
り
ま
し
た
ら
、
お
参

り
な
さ
る
と
い
い
で
す
。
池
上
の
お
祖
師
様
も
、
額
に
傷
跡
が
あ
り
、
反
対
側
の
ま
ぶ
た
が
少
し
下
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
小
松
原
法
難

の
後
、
額
に
傷
跡
を
残
さ
れ
た
の
が
、
実
際
の
日
蓮
聖
人
の
御
姿
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
蓮
聖
人
の
ご
降
誕
を
考
え
る
際
に
、
ま
ず
問
題
に
さ
れ
る
の
が
出
自
に
つ
い
て
で
す
。『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
な
ど
の

記
事
に
よ
り
ま
す
と
、
遠
江
図
の
貫
名
氏
が
そ
の
先
祖
で
、
安
房
国
に
流
さ
れ
た
貫
名
重
忠
の
子
息
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
今
日
で

は
こ
の
説
は
あ
ま
り
信
じ
ら
れ
な
く
て
、
有
力
漁
民
の
子
と
し
て
出
生
し
た
と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
貫
名
説
を
否
定
す
る
に
は
し
か
る
べ
き
根
拠
が
必
要
で
す
。

　

五
十
年
ぐ
ら
い
前
、
中
山
法
華
経
寺
聖
教
殿
か
ら
、「
ぬ
き
な
の
お
つ
ぼ
ね
」
と
い
う
文
書
を
見
つ
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
貫
名
の
御

局
」
の
こ
と
で
、
日
蓮
聖
人
の
有
力
な
信
者
の
多
く
居
る
下
総
国
に
貫
名
姓
を
み
る
こ
と
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
も
と
の
思
い
ま
す
。
こ

の
事
に
つ
き
ま
し
て
は
庵
谷
行
亨
先
生
の
『
古
稀
記
念
論
文
集
』
の
中
に
、
論
文
を
出
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
ご
ら
ん
い
た
だ

け
れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
。
そ
こ
に
は
、
全
文
を
挙
げ
て
解
説
し
て
お
き
ま
し
た
。

　

先
ほ
ど
、
上
行
菩
薩
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。
御
遺
文
の
う
ち
『
千
日
尼
御
前
御
返
事
』
の
中
に
、「
亡
き
夫
阿
仏
房
は
、
多
宝
仏
が
い
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ら
っ
し
ゃ
る
多
宝
塔
の
東
向
き
に
座
っ
て
お
い
で
で
す
」、
そ
う
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
多
宝
仏
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
そ
の

虚
空
会
の
中
に
、
亡
き
阿
仏
房
は
お
い
で
に
な
る
の
だ
。
無
数
の
菩
薩
を
代
表
す
る
四
菩
薩
の
中
心
の
菩
薩
、
上
行
菩
薩
が
、
虚
空
会
の

場
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
虚
空
会
で
、
お
釈
迦
様
が
法
華
経
本
門
の
説
法
を
な
さ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
場
に
現
れ
ら
れ
た
上
行
菩
薩
が
虚

空
会
の
場
か
ら
降
誕
さ
れ
た
と
、
日
蓮
聖
人
の
ご
降
誕
を
意
義
づ
け
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
降
誕
だ
と
か
再
誕
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
有
名
な
こ
と
で
す
が
、『
立
正
安
国
論
』
に
降
誕
や
、
再
誕
の
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。
専
修
念
仏
を
唱
え
た
法
然
上
人
の
教
え
を
、「
あ
ま
ね
く
見
、
こ
と
ご
と
く
見
、
深
く
思
い
、
遠
く
思
い
、
遂
に
諸
経
も

ろ
も
ろ
の
お
経
を
投
げ
打
っ
て
、
専
ら
念
仏
を
修
す
る
」
と
、
専
修
念
仏
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
専
修
念
仏
と
い
う
の
は
、
念
仏
を
一
生

懸
命
唱
え
る
こ
と
と
単
純
に
解
釈
し
が
ち
で
す
が
、
念
仏
以
外
の
お
経
を
全
部
捨
て
去
っ
た
う
え
で
称
え
る
念
仏
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、

法
華
経
も
当
然
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
。
念
仏
た
だ
一
つ
だ
け
な
の
で
す
。
そ
の
点
で
は
、
日
蓮
聖
人
と
共
通
し
て
い
る
。
法
華
経
を
一
つ

だ
け
。
お
題
目
を
一
つ
だ
け
。
だ
か
ら
、
一
を
選
ぶ
と
い
う
の
は
、
鎌
倉
仏
教
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
す
。

　

そ
の
法
然
を
時
の
人
々
は
「
あ
る
い
は
勢
至
菩
薩
の
化
身
と
号
し
、
あ
る
い
は
、
中
国
浄
土
教
の
祖
で
あ
る
善
導
の
再
誕
と
仰
ぐ
」
と
、

再
誕
の
言
葉
を
用
い
て
尊
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
法
然
上
人
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
言
葉
で
す
。
法
然
上
人
は
自
ら
、
自
分
は
善
導

の
再
誕
と
い
う
よ
う
に
、
言
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
蓮
聖
人
も
、
御
在
世
の
と
き
に
は
一
言
も
、
自
分
は
上
行
菩
薩
の
再

誕
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
例
え
ば
、『
阿
仏
房
御
書
』
の
中
に
は
、「
阿
仏
房
、
し
か
し
な
が
ら
北
国
の
導
師
と

も
申
つ
べ
し
。
浄
行
菩
薩
は
う
ま
れ
か
わ
り
給
て
や
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
浄
行
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
し
て
、
そ
こ
に
阿
仏
房
が
い

る
と
い
う
述
壊
で
す
。

　

こ
の
御
遺
文
の
原
本
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
恐
ら
く
御
真
筆
で
あ
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
御
真
筆
で
は
な
い
が
古
く
か

ら
「
御
筆
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
か
ら
南
北
朝
、
室
町
ぐ
ら
い
の
と
き
に
は
、
生
ま
れ
変
わ
り
と
い
う
観

念
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
生
ま
れ
変
わ
り
と
い
う
の
で
は
な
く
、
他
か
ら
見
て
の
観
念
で
す
。
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い
よ
い
よ
再
来
年
は
、
日
蓮
聖
人
の
御
生
誕
八
百
年
、
大
変
重
要
な
年
で
す
。
今
年
の
一
月
に
、
関
戸
堯
海
先
生
が
勧
学
院
で
お
話
を

さ
れ
ま
し
た
。
日
蓮
聖
人
が
上
行
菩
薩
の
降
誕
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
日
蓮
聖
人
の
御
誕
生
は
、
ま
さ
に
上
行
菩
薩
の
降
誕
と
考
え
て

良
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
実
に
大
き
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
、
関
戸
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人
の
誕
生
日
を
、

上
行
菩
薩
の
出
現
の
と
き
だ
と
位
置
付
け
た
人
は
な
い
は
ず
で
す
。

　

日
蓮
聖
人
を
上
行
菩
薩
の
再
誕
、
あ
る
い
は
降
誕
と
し
て
考
え
る
と
す
る
の
は
、
日
蓮
聖
人
ご
自
身
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
は
な
く
、

我
々
が
そ
う
仰
ぎ
尊
ぶ
の
で
す
。
そ
れ
は
、
日
蓮
聖
人
の
信
仰
を
相
続
し
て
、
今
あ
る
我
々
が
日
蓮
聖
人
に
対
し
て
、
日
蓮
聖
人
の
御
一

生
を
、
ま
さ
に
上
行
菩
薩
の
降
誕
に
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
と
、
我
々
自
身
が
意
味
付
け
る
の
で
す
。
我
々
が
、
日
蓮
聖
人
を
上
行
菩
薩
と
し

て
仰
ぎ
、
そ
し
て
そ
の
御
生
誕
の
年
を
、
上
行
菩
薩
の
ご
降
誕
と
し
て
意
味
付
け
て
い
く
。
そ
れ
は
、
我
々
の
問
題
で
す
。
他
人
が
仰
ぐ

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
難
し
い
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
、
我
々
の
信
仰
の
中
に
主
体
を
置
い
て
の
意
義
づ
け
で
す
。

　

先
述
の
通
り
、
妙
顕
寺
の
日
蓮
聖
人
真
蹟
本
尊
に
、『
譬
喩
品
』
の
一
節
「
而
る
に
今
此
の
処
は
諸
の
患
難
多
し
。
唯
我
一
人
の
み
能

く
救
護
を
為
す
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
「
今
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
他
人
事
で
は
な
く

て
、
我
々
今
を
生
き
て
い
る
、
生
き
と
し
生
き
る
人
た
ち
に
、「
法
華
経
」
の
究
極
の
力
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
自
覚
に
、
達

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
だ
私
も
、
宗
学
の
先
生
方
に
よ
く
申
し
上
げ
ま
す
が
、
上
行
菩
薩
の
「
自
覚
」
と
い
う
言
葉
は
、
分
か
っ
て
い
る
よ
う
で
分
か
ら
な

い
の
で
す
。
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
の
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
観
念
的
に
そ
う
思
わ
れ
た
の
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
取
り
方
が
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
は
法
華
経
の
信
仰
に
立
っ
て
、
上
行
菩
薩
と
し
て
、
こ
の
末
法
の
世
の
中
に
、
衆

生
済
度
の
歩
み
を
続
け
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
一
人
ひ
と
り
が
決
意
を
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
実
際
に
行
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
中
に
、

日
蓮
聖
人
の
御
生
誕
を
上
行
菩
薩
の
御
再
誕
と
す
る
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
も
も
う
今
八
十
八
歳
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
山
寺
に
生
ま
れ
て
、
あ
ち
こ
ち
の
随
身
を
し
な
が
ら
、
学
校
を
卒
業
し
て
、
こ
こ
ま
で
や
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っ
て
き
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
友
達
や
、
先
輩
、
先
生
方
に
は
自
分
で
も
本
当
に
び
っ
く
り
す
る
ぐ
ら
い
、
す
ば
ら
し
い
方
々
に
ご
厄
介

に
な
り
ま
し
た
。
い
い
友
達
に
も
た
く
さ
ん
恵
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
一
生
に
わ
た
っ
て
自
分
の
身
を
、
日
蓮
聖
人
と
法
華
経
の
研

究
に
さ
さ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
こ
ん
な
幸
い
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
私
が
目
指
し
た
研
究
、
宗
門
史
と
い
い
ま
す
と
、
み

ん
な
日
蓮
聖
人
の
お
弟
子
だ
と
か
、
そ
の
系
統
を
継
ぐ
お
坊
さ
ん
の
話
ば
っ
か
り
な
の
で
す
。
私
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
僧
俗
共
に
、
特
に
物
言
わ
ぬ
民
衆
が
、
ど
の
よ
う
に
法
華
経
信
仰
の
中
に
集
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
考
え
よ
う
か
と
思
っ
て
き
ま

し
た
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
民
衆
信
仰
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
結
果
的
に
、
日
蓮
宗
は
民
衆
を
主
客
と
し
て
興
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

そ
れ
は
、
私
ど
も
の
大
き
な
反
省
で
ご
ざ
い
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
物
言
わ
ぬ
民
衆
の
言
葉
を
聞
く
の
が
、
私
の
使
命
だ
と
思
い
ま
し

た
。

　

私
が
全
国
を
あ
ち
こ
ち
回
る
と
き
、
本
日
参
加
者
の
小
松
靖
孝
師
も
、
よ
く
も
つ
い
て
き
て
く
れ
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
何
人
も
出
て
い
く
中
、
こ
の
よ
う
な
貧
乏
学
者
に
交
じ
っ
て
い
た
だ
け
る
幸
を
深
く
感
じ
ま
す
。
ま
た
そ
の
中
で
、
日
蓮
宗
の

幾
人
か
の
方
々
と
共
に
行
動
で
き
た
こ
と
を
、
生
涯
の
喜
び
に
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
か
、
私
の
志
を
受
け
継
い
で
い
た
だ
い
て
、
ま
ず

自
分
の
足
元
か
ら
、
信
仰
の
痕
跡
を
探
し
出
し
て
、
文
章
で
書
き
、
写
真
に
写
し
て
、
ま
と
め
な
が
ら
、
各
地
方
か
ら
法
華
経
信
仰
を
育

て
上
げ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
我
々
の
先
人
が
行
い
ま
し
た
営
み
を
、
ど
う
ぞ
継
承
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
お
題
目
を
三
唱
し
て
い
き
ま
す
が
、
一
つ
だ
け
申
し
添
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
池
上
本
門
寺
に
学
生
と
し
て
入
っ
た
頃
、

執
事
さ
ん
が
、「
中
尾
、
お
ま
え
、
お
題
目
を
唱
え
て
み
ろ
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
唱
え
方
が
違
う
」、「
え
？　

ど
う
違
う
ん
だ
」
と
思

い
ま
し
た
ら
、「
日
蓮
聖
人
の
お
曼
荼
羅
に
あ
る
お
題
目
の
文
字
は
、
南
無
が
小
さ
く
て
、
妙
法
蓮
華
経
と
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
る
か
ら
、

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
唱
え
る
ん
だ
」
と
教
え
ら
れ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
私
は
広
島
か
ら
来
た
ば
か
り
の
学
生
で
し
た
か
ら
、
御
曼
荼
羅

そ
の
も
の
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
池
上
本
門
寺
に
あ
る
御
曼
荼
羅
の
写
真
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、

南
無
か
ら
経
ま
で
を
少
し
ず
つ
大
き
く
し
て
唱
え
て
い
く
の
で
す
。
日
蓮
聖
人
の
宗
教
は
、
法
華
経
と
い
う
「
経
」
が
中
心
で
、
そ
の
文
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字
は
最
も
大
き
い
の
で
す
。
そ
の
点
を
お
考
え
い
た
だ
い
て
、
お
題
目
を
唱
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
南
無
妙
法

蓮
華
経
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
。

　

ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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