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は
じ
め
に

　

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
「
仏
鬼
軍
絵
巻
」（
以
下
、
早
大
本
）
は
江
戸
時
代
初
期
に
制
作

さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
二
巻
の
白
描
模
本
で
あ
る
。
本
作
は
、
極
楽
の
仏
菩
薩
と
地
獄
の
獄

卒
と
の
争
い
を
主
題
と
す
る
。

　

同
主
題
の
作
例
と
し
て
は
、
京
都
・
十
念
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
室
町
時
代
制
作
の
絵
巻
一

巻
（
以
下
、
十
念
寺
本
）
が
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
こ
れ
を
も
と
に
し
た
版

本
も
流
布
し
て
い
た
。
十
念
寺
本
は
前
半
部
分
が
欠
落
し
て
お
り
、
後
続
の
諸
本
も
こ
の

構
成
を
踏
襲
す
る
た
め
、
物
語
の
全
容
は
長
ら
く
不
明
と
さ
れ
て
き
た
。
一
方
の
早
大
本

は
、
こ
れ
ら
の
諸
本
に
欠
け
る
絵
と
本
文
を
備
え
た
伝
本
で
あ
り
、
十
念
寺
本
と
は
別
系

統
の
作
品
と
み
な
さ
れ
る
が
、
未
だ
十
分
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
初
め
に
早
大
本
詞
書
の
翻
刻
を
掲
げ
、
続
い
て
早
大
本
本
文
を
諸
本
と
対
照
し
、
本

作
の
位
置
付
け
を
確
認
す
る（（
（

。

一
　
概
要

﹇
略
書
誌
﹈

全
二
巻
、
紙
本
白
描
模
本
（
一
部
淡
彩
）

　

上
巻
、
二
七
・
七
×
一
〇
一
八
・
八
セ
ン
チ

　

下
巻
、
二
七
・
七
×
一
五
二
五
・
一
セ
ン
チ

箱
蓋
表
「
此
合
戦
状
は
仏
智
に
／
叶
へ
り
更
に
そ
し
る
事
／
な
か
れ
」
と
墨
書

表
紙
は
絹
本
無
地
、
外
題
及
び
内
題
な
し

見
返
し
は
紙
本
金
砂
子
散
ら
し

本
紙
は
楮
紙
、
上
巻
全
二
八
紙
、
下
巻
全
四
一
紙

　

上
巻
は
二
段
、
下
巻
は
四
段
構
成
（
下
巻
第
四
段
は
詞
書
の
み
）

　

上
巻
冒
頭
部
に
「
此
二
幅
十
念
寺
之
什
物
而
一
休
作
之
土
佐
光
信
画
之
」
と
墨
書

　

上
下
巻
の
奥
書
に
「
法
泉
禅
窟
什
物
」
朱
文
方
印
「
禾
晉
」

　

上
下
巻
の
巻
頭
、
巻
末
の
紙
継
部
分
に
朱
文
方
印
「
籍
田
長
興
」

　

上
下
巻
の
下
部
に
わ
ず
か
に
虫
損
あ
り

詞
書
は
漢
字
平
仮
名
交
じ
り

﹇
内
容
﹈

　
『
仏
鬼
軍
』
の
本
文
は
、『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
や
『
お
伽
草
子
事
典
』
に
解
説
が
収

録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
十
念
寺
本
系
統
の
諸
本
に
基
づ
い
て
お
り
、
物
語
前
半
部

に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い（（
（

。
た
だ
し
、
十
念
寺
本
で
の
欠
落
部
を
備
え
る
伝
本
と

し
て
、
後
に
挙
げ
る
京
大
文
研
本
が
現
存
し
て
い
る（（
（

。
早
大
本
の
本
文
は
、
こ
の
京
大
文

研
本
の
内
容
と
一
致
す
る
。
以
下
で
は
、
早
大
本
各
段
の
梗
概
を
記
す
。

上
巻
第
一
段

　

阿
弥
陀
如
来
が
極
楽
を
地
獄
に
移
す
先
例
を
文
殊
菩
薩
に
問
う
場
面
か
ら
始
ま
る
。
文

殊
は
諸
宗
の
経
典
か
ら
先
例
を
示
し
、
こ
れ
を
聞
い
た
阿
弥
陀
は
大
日
心
王
に
事
の
仔
細

を
伝
え
る
。
大
日
は
こ
れ
を
受
け
、
地
獄
を
平
定
す
る
た
め
に
、
西
方
か
ら
は
阿
弥
陀
の

軍
を
、
東
方
か
ら
は
薬
師
如
来
の
軍
を
、
南
方
か
ら
は
宝
生
如
来
を
、
北
方
か
ら
は
釈
迦
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如
来
の
軍
勢
を
差
し
向
け
、
さ
ら
に
不
足
す
る
と
こ
ろ
に
は
金
剛
胎
蔵
両
界
か
ら
諸
尊
を

加
勢
に
向
か
わ
せ
る
べ
し
と
勅
定
を
下
す
。

上
巻
第
二
段

　

前
段
の
極
楽
側
の
様
子
に
対
応
し
て
、
炎
魔
大
王
を
は
じ
め
と
し
た
地
獄
側
の
様
子
が

語
ら
れ
る
。
炎
魔
の
発
言
に
よ
り
、
今
回
の
戦
の
発
端
は
、
獄
卒
ら
が
勝
手
に
、
生
前
に

功
徳
を
積
ん
で
い
た
衆
生
を
地
獄
に
落
と
し
た
と
い
う
極
楽
側
の
訴
え
に
よ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。
こ
の
訴
え
に
対
し
て
、
獄
卒
は
近
頃
、
一
度
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
れ
ば
、

ど
ん
な
罪
業
を
も
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
あ
え
て
罪
を
犯
す
者
た
ち
の
多
い
こ

と
を
嘆
く
。
獄
卒
は
続
け
て
、
自
分
達
は
業
の
秤
に
か
け
て
罪
業
の
重
い
者
の
み
を
地
獄

に
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
道
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
の
は
む
し
ろ
極
楽
側
の
訴
え
で

あ
る
と
炎
魔
に
進
言
す
る
。
仏
菩
薩
に
負
け
じ
と
戦
の
準
備
を
す
る
獄
卒
、
牛
頭
・
馬
頭
、

十
王
ら
の
様
子
が
語
ら
れ
、
三
途
の
川
、
地
獄
の
責
め
苦
の
様
相
が
描
写
さ
れ
る
。

下
巻
第
一
段

　

阿
弥
陀
如
来
を
大
将
と
し
て
、
戦
の
準
備
を
整
え
る
二
十
五
菩
薩
、
地
蔵
菩
薩
た
ち
の

様
子
が
語
ら
れ
る
。
二
十
五
菩
薩
ら
は
紫
雲
や
蓮
台
、
獅
子
な
ど
に
乗
っ
て
進
軍
す
る
。

そ
の
他
の
軍
勢
は
弘
誓
の
舟
に
乗
り
、
生
死
の
大
海
へ
と
出
航
す
る
。
大
将
の
阿
弥
陀
は

豪
華
絢
爛
な
武
具
を
身
に
付
け
、
軍
勢
は
地
蔵
を
先
陣
と
し
て
、
極
楽
か
ら
地
獄
へ
と
攻

め
入
る
。

下
巻
第
二
段

　

東
方
か
ら
攻
め
寄
せ
る
日
光
・
月
光
菩
薩
を
は
じ
め
と
し
た
薬
師
如
来
の
軍
勢
の
様
子

が
語
ら
れ
る
。
十
二
神
将
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刻
に
対
応
す
る
十
二
支
の
動
物
の
頭
を
兜
に

つ
け
る
。
薬
師
如
来
は
、
今
度
の
戦
に
勝
っ
た
な
ら
ば
、
衆
生
の
病
を
な
く
そ
う
と
十
二

の
大
願
を
起
こ
す
。

下
巻
第
三
段

　

北
方
か
ら
寄
せ
か
け
る
釈
迦
如
来
の
軍
勢
と
、
南
方
か
ら
の
宝
生
如
来
が
地
獄
に
向
か

う
様
子
か
ら
始
ま
る
。
南
方
の
宝
生
は
他
の
軍
と
は
異
な
り
、
取
り
立
て
て
注
目
す
べ
き

眷
属
を
率
い
ず
、
自
ら
の
持
物
で
あ
る
如
意
宝
珠
を
投
げ
て
戦
う
。
阿
弥
陀
・
薬
師
の
軍

勢
と
と
も
に
、
獄
卒
ら
と
激
し
く
戦
う
が
、
地
獄
の
軍
勢
は
ま
す
ま
す
勢
い
づ
く
ば
か
り

で
、
七
日
間
決
着
は
つ
か
な
い
。

下
巻
第
四
段

　

大
日
如
来
の
遣
わ
し
た
加
勢
に
よ
り
、
よ
う
や
く
仏
側
が
勝
利
を
お
さ
め
、
地
獄
は
浄

土
へ
転
じ
る
。
地
獄
の
冥
官
は
そ
の
ま
ま
曼
荼
羅
の
聖
衆
と
し
て
引
き
上
げ
ら
れ
、
地
獄

で
あ
っ
た
場
所
に
は
八
葉
蓮
華
の
都
が
た
て
ら
れ
る
。
都
の
中
心
に
は
大
日
心
王
を
、
東

に
は
薬
師
、
南
に
は
宝
生
、
西
に
は
阿
弥
陀
、
北
に
は
釈
迦
を
据
え
、
四
隅
に
は
普
賢
・

文
殊
・
観
音
・
弥
勒
が
配
さ
れ
る
。
結
語
で
は
、
悟
り
は
そ
れ
ぞ
れ
の
胸
の
内
に
あ
り
、

結
局
は
地
獄
も
浄
土
に
他
な
ら
な
い
と
説
か
れ
る
。

二
　
翻
刻

﹇
凡
例
﹈

一
、
本
文
中
の
異
体
字
に
つ
い
て
は
、
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

一
、
判
読
不
能
の
文
字
は
□
で
示
し
た
。

一
、 

対
校
本
と
し
て
、
十
念
寺
本
（
十
）
及
び
京
大
文
研
本
（
京
）
を
用
い
、
各
段
末
に

異
同
を
示
し
た
。
用
字
の
違
い
に
つ
い
て
は
校
異
を
と
っ
て
い
な
い
。

一
、 

な
お
、
早
大
本
下
巻
詞
書
に
は
、
底
本
に
お
け
る
錯
簡
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
本
文

の
乱
れ
が
確
認
さ
れ
る
。
現
状
で
下
巻
第
一
段
冒
頭
に
記
さ
れ
た
内
容
は
、
本
来
、

下
巻
第
四
段
前
半
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
現
状
マ
マ
の
翻
刻
を
掲
げ
、
錯
簡
箇
所

を
【　

】
で
示
し
た
。
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上
巻

　
巻
頭
墨
書

　

此
二
幅
十
念
寺
之
什
物
而
一
休
作
之
土
佐
光
信

　

画
之

　
第
一
段

　

む
か
し
恋
し
床
し
と
な
け
き
か
な
し
み

　

し
七
世
四
恩
た
つ
ね
と
り
て
極
楽
の
友
た
よ
り

　

に
仕
ら
ん
と
そ
は
や
り
け
る
弥
陀
大
将
軍
の

　

仰
に
い
は
く
炎
魔
大
王
を
追
お
と
し
て
極
楽
を
地

　

獄
に
う
つ
さ
ん
事
は
先
例
あ
り
や
い
な
や
は
し
め

　

て
ひ
か
事
を
た
く
み
出
さ
ん
も
自
由
の
咎
の
か
れ

　

か
た
し
大
聖
文
殊
は
三
世
諸
仏
に
は
九
代
祖

　

師
な
り
地
獄
と
極
楽
と
一
所
に
立
た
る
先
蹤

　

あ
り
や
な
し
や
と
官
の
日
記
を
ひ
ら
き
て
考

　

申
せ
と
そ
仰
は
く
た
る
其
時
大
聖
尊
よ
く
〳
〵

　

一
切
経
と
申
平
文
を
開
き
て
申
て
い
は
く

　

天
台
宗
に
は
阿
鼻
の
依
正
は
ま
た
く
極
楽
の
自

　

心
に
処
し
毘
盧
の
身
土
は
犯
下
の
一
念
を
こ
ら
す
と

　

説
き
花
厳
宗
に
は
三
界
唯
一
心
心
外
無
別
法

　

心
仏
及
衆
生
是
三
無
差
別
と
説
き
真
言
宗

　

に
は
地
獄
天
堂
仏
性
闡
提
生
死
涅
槃
皆
是
自

　

身
仏
之
名
字
と
い
ひ
是
こ
そ
地
獄
と
極
楽1

と
一

　

所
な
り
と
云
証
拠
本
文
に
候
法
相
宗
三
論

　

宗
に
も
一
所
先
例
の
よ
し2
是
本
ノ
ミ
此
上
阿
弥

　

陀
重
て
仰
て
い
は
く
炎
魔
大
王
は
重
代
の
弓
取

　

い
ま
た
背
に
土
つ
け
す
大
勢
の
武
者
也
我
は
是
三

　

身
の
中
に
は
報
身
五
智
の
中
に
は
妙
観
察
智

　

仏
の
中
に
は
次
の
仏
な
り
大
日
経
の
疏
に
い
は
く

　

指
於
西
方
観
無
量
寿
仏
是
如
来
方
便
智
と

　

い
へ
り
我
宗
に
て
法
身
如
来
大
日
心
王
と
云

　

上
臘
ま
し
ま
す
昔
は
地
獄
も
極
楽
も
皆
大
日
心
経

　

の
敷
地
な
り
か
や
う
の
大
事
を
申
上
す
は
其
恐

　

あ
り
御
後
見
の
金
剛
薩
埵
を
請
し
奉
り

　

て
此
子
細
を
申
入
た
ま
へ
り
大
日
心
経
の
仰
に

　

い
は
く
炎
魔
王
宮
并
に
八
大
地
獄
は
我
か
屋
鋪

　

字
の
一
門
な
り
雖
然
阿
防
羅
刹
と
云
非
常

　

の
ふ
て
物
本
体
を
わ
す
れ
て
是
を
知
行
す
但

　

極
楽
の
若
者
共
は
往
生
人
む
か
へ
ん
と
て
管

　

絃
は
か
り
は
上
手
な
り
弓
矢
と
り
と
は
聞
ゑ
す

　

中
〳
〵
蜂
の
す
に
手
か
く
な
と
そ
し
め
し
た
ま
へ
る
我

　

は
か
ら
ひ
に
随
ふ
へ
し
極
楽
の
勢
は
か
り
に
て
は

　

叶
へ
か
ら
す
西
方
を
は
阿
弥
陀
大
将
と
し
て
よ
す

　

へ
し
東
国
に
は
究
竟
の
武
者
お
ほ
か
る
国
な
り

　

其
を
郎
等
に
く
し
て
薬
師
仏
大
将
と
し
て
東

　

の
手

3

を
よ
す
へ
し
南
方
を
は
宝
生
仏
に
仰

　

せ
付
て
北
方
を
は
釈
迦
仏
大
将
と
し
て
う
け

　

取
た
ま
ふ
若
よ
わ
か
ら
ん
所
を
は
真
言
宗
の
金
剛

　

胎
蔵
両
界
諸
尊
不
動
降
三
世
を
大
将
と
し
て

　

か
た
き
を
中
に
取
龍
て
興
あ
る
戦
一
い
く
さ
有

　

へ
し
と
そ
勅
定
は
下
り
け
る

　

1
京
「
と
」
な
し

　

2
京
（
割
注
な
し
・
一
字
分
空
白
）　

3
京
「
ミ
ノ
」

　
第
二
段

　

炎
魔
大
王
此
よ
し
内
々
聞
受
て
申
て
い
は
く
其
こ
そ

　

ゆ
ゝ
し
き
僻
事
た
く
み
た
ま
ふ
な
れ
先
世
七
代
の
む

　

か
し
よ
り
仏
界
と
衆
生
と
は
境
こ
と
に
し
て
四
至

　

傍
尓
顕
然
な
り
実
も
穢
土
を
さ
し
越
て
仏
界
を

　

た
に
も
通
領
せ
は
謀
叛
お
こ
し
た
ま
わ
ん
も
こ
と
は
り

　

な
り
六
道
四
生
二
十
五
有
胎
卵
湿
化
生
老
病
死

　

の
郡
々
里
々
は
皆
我
か
知
行
の
旧
領
也
其
中
に

　

こ
と
に
地
獄
は
又
我
か
屋
鋪
な
り
修
羅
宮
餓
鬼
城

　

は
時
〳
〵
の
山
庄
わ
た
殿
な
り
正
理
憲
法
の
世
の

　

中
に
今
に
は
し
め
て
い
か
て
か
か
や
う
の
狼
籍
を

　

は
た
く
ま
る
へ
き
牛
頭
馬
頭
と
云
下
部
の
者
共
は

　

な
き
か
か
つ
〳
〵
冥
途
と
娑
婆
と
の
さ
か
ひ
に
関
す
へ

　

て
地
蔵
供
奉
観
音1

坊
な
と2い
ふ
修
行
者
見
ヘ

　

か
ゝ
ら
は
し
や
そ
く
ひ
つ
き
て
お
ひ
出
せ
か
へ
り
ち
う

　

せ
さ
す
な
と
そ
綸
言
は
下
り
け
る
か
さ
ね
て
阿
防
羅

　

刹
を
め
し
よ
せ
て
た
つ
ね
ら
る
ゝ
事
は
抑
十
方
に

　

浄
土
あ
り
其
中
に
西
方
極
楽
の
殿
原
張
本
と
し

　

て
仏
の
国
々
冥
顕
仏
陀
の
境
界
こ
と
に
め
つ
ら
し
文

　

を
し
て
天
台
華
厳
真
言
秘
教
の
中
よ
り
ふ
る

　

反
古
と
り
よ
せ
て
証
文
と
し
て
冥
途
を
打
と
る
へ
き

　

と
其
支
度
あ
り
と
聞
ゆ
我
は
則
自
業
自
得
果

　

の
憲
法
を
ま
つ
此
度
と
は
な
ん
た
ち
僻
事
を
し
て

　

或
は
真
言
を
か
き
ま
も
り
に
か
け
或
は
陀
羅
尼
の
声

　

を
聞
或
は
一
念
な
り
共
弥
陀
を
念
す
る
輩
も

　

あ
れ
或
は
よ
み
か
き
た
る
人
に
も
あ
れ
或
は
僧
に
物
を

　

供
養
し
あ
る
ひ
は
仏
に
花
一
ふ
さ
も
参
ら
せ
た
る

　

物
を
や
地
獄
に
落
と
し
た
る
そ
れ
は
則
訴
の
根
源
な
り

　

わ
き
ま
へ
申
せ
と
そ
仰
は
下
る
獄
卒
申
て
い
は
く

　

何
を
か
く
し
さ
ふ
ら
は
ん
そ
近
来
は
一
念
弥
陀
仏
の

　

輩
の
地
獄
に
は
お
ち
れ
り
其
故
は
南
閻
浮
提
に

　

あ
し
き
へ
ん
に
入
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
と
な
ふ
れ
は
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い
か
な
る
罪
業
を
か
し
た
る
者
も
罪
に
な
ら
す
と
て

　

わ
さ
と
愚
癡
な
る
男
女
尼
法
師
こ
の
こ
と
く
罪
を
つ
く

　

る
法
門
正
教
を
破
し
余
の
仏
事
善
根
を
申
留

　

む
る
事
以
外
の
罪
業
深
重
の
事
な
り
一
期
か
間

　

に
お
か
せ
る
罪
業
と
功
徳
と
校
量
業
の
は
か
り
に

　

か
け
て
罪
業
お
も
き
者
は
地
獄
に
お
と
し
候
あ
や
し
き

　

事
は
先
年
の
頃
極
楽
将
軍
の
仰
そ
と
て
呵
法
地

　

蔵
申
て
い
は
く
一
紙
半
銭
の
功
徳
を
も
つ
く
ら
ん

　

者
を
は
た
と
ひ
十
悪
五
逆
の
者
な
り
共
罪
の
軽
重

　

を
は
と
は
す
極
楽
へ
参
ら
せ
よ
と
仰
ら
れ
し
は
ひ
か
事

　

な
り
我
君
と
そ
不
敵
け
に
こ
た
へ
申
城
郭
の

　

支
度
よ
り
心
も
こ
と
は
も
及
は
れ
す
小
乗
経
等
の

　

日
記
に
ま
か
せ
て
こ
し
ら
へ
た
り
炎
魔
大
王
の
通

　

領
し
た
ま
へ
る
中
有
冥
途
の
勢
を
あ
か
す
る
に

　

諸
仏
菩
薩
の
方
お
と
り
ま
さ
り
も
よ
も
あ
ら
し

　

城
を
か
ま
へ
た
る
体
い
か
な
る
仏
力
も
当
時
の
こ
と
く
は

　

お
も
ひ
か
け
あ
ら
し
娑
婆
と
冥
途
と
の
さ
か
ひ

　

に
は
門
関
樹
と
云
大
な
る
樹
あ
り
木
の
下
に
関
す

　

ゑ
辻
か
た
め
て
牛
頭
馬
頭
と
い
ふ
死
生
不
知
の
者

　

共
赤
た
う
さ
き
青
た
う
さ
き
し
て
九
万
億
恒

　

河
沙
の
剣
の
元
太
鎛
う
ち
つ
き
〳
〵
な
ら
ひ
居
て

　

一
人
か
頭
に
六
十
四
の
つ
の
お
い
た
り
六
十
四
の

　

眼
あ
り
血
眼
を
い
か
ら
か
せ
は
い
な
つ
ま
の
こ
と
し

　

目
も
あ
て
ら
れ
す
お
そ
ろ
し
お
の
〳
〵
と
し
物

　

か
た
り
し
て
い
は
く
む
か
し
よ
り
を
れ
ら
は
不
覚

　

土
ち
か
の
は
や
は
し
り
そ
か
し
釈
迦
仏
も
お
そ
ろ

　

し
か
ら
ぬ
に
手
な
み
は
し
ら
せ
た
ま
ひ
た
る
ら
ん
八

　

十
に
て
入
滅
せ
さ
せ
給
し
も
我
等
か
手
に
か
ゝ
る
に

　

あ
ら
す
や
其
外
の
仏
菩
薩
は
皆
無
常
の
使
に
責

　

ら
れ
て
死
な
せ
た
ま
へ
る
お
も
へ
は
安
平
也
我
国
は
月

　

も
日
も
な
け
れ
は
き
は
め
て
く
ら
し
案
内
も
し

　

ら
ぬ
仏
菩
薩
の
な
ら
わ
ぬ
も
の
ゝ
具
し
て
よ
せ

　

よ
せ
か
け
た
ら
は
空
に
□
悲
と
ひ
き
し
て
剣
の

　

山
に
を
ひ
か
け
て
中
に
取
龍
て
物
の
具
は
き
と
ら
ん

　

と
そ
さ
ゝ
や
き
居
た
る
扨
む
か
ふ
に
は
大
な
る
剣
の
山
あ

　

り
剣
の
葉
の
林
お
ほ
く
お
い
た
り
七
日
七
夜
に
そ

　

わ
つ
か
に
の
ほ
れ
る
剣
の
ひ
し
を
う
へ
た
り
骨
髄
を

　

く
た
き
手
足
を
切
か
た
は
ら
に
鉄
の
床
に
鉄
の
湯

　

わ
か
し
て
ち
ら
す
き
も
む
ね
を
こ
か
ら
か
し
折
節

　

を
焼
七
重
ま
て
鉄
の
城
を
か
た
く
か
ま
へ
七
重
ま
て
鉄

　

の
網
高
く
は
り
縦
広
八
万
由
旬
也
山
の
そ
は
に
三

　

泉
と
云
大
な
る
河
な
か
れ
た
り
九
泉
と
云
小
河
九
ま
て

　

流
た
り
東
岱
に
は
烟
お
ほ
く
北
部
に
は
露
し
け
し

　

わ
つ
か
に
此
剣
の
山
を
う
ち
破
り
て
入
た
り
共
三
途

　

川
と
云
大
河
な
か
れ
た
り
水
は
や
く
剣
を
う
へ
た
り
底

　

も
み
へ
す
山
水
の
瀬
と
云
は
や
き
瀬
あ
り
紅
深
の
渕

　

と
云
ふ
か
き
渕
あ
り
つ
る
き
の
口
し
て
わ
れ
も
〳
〵

　

と
は
み
く
ら
は
ん
と
お
も
ひ
居
た
る
毒
虫
大
蛇
か

　

す
し
ら
す
む
か
ひ
の
岸
に
は
炎
魔
大
王
を
大
将

　

と
し
て
十
人
の
大
王3

こ
そ
方
々
を
か
た
め
て
待

　

か
け
た
れ
多
百
由
繕
那
の
銅
燃
猛
火
さ
し
の
け

　

て
も
へ4

た
り
八
万
由
旬
の
阿
鼻
大
城
ま
こ
と
に
か
た
く

　

は
け
し
八
寒
八
熱
次
第
を5

ま
ほ
て
十
悪
五
逆

　

叫
喚
の
声
か
ま
ひ
す
し
た
か
ひ
に
て
う
状
の

　

こ
と
我
等
も
よ
も
き
こ
み
し
炎
魔
后
炎
魔
妃

　

と
い
ふ
は
た
ほ
こ
を
さ
し
あ
け
た
る
死
の
札
生
の
札

　

を
そ
か
い
た
て
に
は
か
き
ま
は
し
け
る
梢
に
は
浄
頗

　

梨
の
か
ゝ
み
を
そ
前
に
立
た
る
木
戸
口
に
は
校
量
業

　

の
は
か
り
を
し
つ6

ら
ひ
た
る
泰
山
府
君
五
道
大

　

臣
を
は
し
め
と
し
て
異
類
異
形
の
冥
官
冥
衆
一

　

切
衆
生
の
左
右
の
か
た
に
善
悪
を
し
る
し
二
人

　

の
倶
生
神
に
い
た
る
迄
皆
城
の
内
に
そ
楯
龍
り

　

け
る
愚
癡
慳
貪
の
弓
箭
を
帯
し
て
破
戒
殺
生

　

の
鉾
を
さ
し
上
た
り
勢
の
多
は
か
す
か
き
り
な
し

　

九
十
九
百
九
千
九
万
九
億
恒
河
沙
の
勢
を
百
千

　

度7

か
す
ふ
と
も
猶
残
り
の
勢
は
お
ほ
し
算
数

　

辟
喩
も
数
へ
つ
く
さ
し
熱
鉄
丸
を
ま
ろ
め
て

　

と
こ
ろ
に
ふ
ら
し
け
る
お
そ
ろ
し
く
と
そ

　

つ
ま
や
り
け
る

　

1
京
「
切
」　

2
京
「
ヽ
」
入
る　

3
京
「
ニ
ソ
」

　

4
京
「
タ
ル
」　

5
京
「
分
テ
」

　

6
京
「
ヾ
」　

7
京
「
カ
ソ
ウ
」

下
巻

　
第
一
段

【
大
日
心
王
此
由
を
聞
召
て
密
厳
国
土
よ
り

　

大
勢
を
そ
つ
か
わ
し
け
る
金
剛
界
と
云
里
よ
り

　

十
三
九
会
の
七
百
余
尊
胎
蔵
界
と
云
都
よ
り

　

三
部
四
重
の
五
百
余
尊
そ
打
出
た
ま
へ
る
虚
空

　

よ
り
大
聖
大
悲
不
動
明
王
よ
せ
た
り
け
り
西

　

方
よ
り
大
威
徳
明
王
よ
せ
た
ま
ふ
北
方
を
は
金
剛

　

夜
叉
明
王
か
た
め
た
ま
へ
り
い
と
ま
を
く
れ
す
お
と
ら
し

　

ま
け
し
と
打
と
そ
降
伏
し
け
る
罪
業
と
功
徳
と

　

と
り
あ
ひ
取
組
上
に
成
下
に
な
り
上
下
二
伝
同

　

時
倶
有
と
釈
す
る
此
心
也
経
云
無
明
住
地
其
力

　

最
大
仏
菩
提
智
之
所
能
断
と
い
へ
り
火
界
呪
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に
焼
れ
て
炎
魔
王
宮
も1

な
か
〳
〵
烟
と
そ
み
へ

　

た
り
け
る
其
時
冥
官
冥
衆
阿
防
羅
刹
も

　

心
ほ
そ
く
な
り
て
同
士
軍
を
そ
は
し
め
け
る
な
ん

　

た
ち
か
仏
法
結
縁
の
物
に
所
も
お
か
す
地
獄
へ
お
と
し

　

た
る
ゆ
へ
そ
か
し
ひ
か
事
の
末
の
末
な
し
と
そ
い

　

さ
か
ひ
け
る
し
か
れ
と
も
か
な
は
す
追
捕
し
て
十
方

　

浄
土
へ
そ
引
接
し
け
る
阿
防
羅
刹
を
は
こ
し
ら
へ
す

　

か
し
て
心
を
改
て
仏
に
な
し
た
ま
へ
り
冥
官
冥
衆
の

　

す
か
た
を
か
へ
す
し
て
曼
荼
羅
の
聖
衆
に
引
上
せ
て

　

等
流
法
身
と
地
獄
に
浄
土
を
う
つ
し
て
地
に

字

　

を
し
き
て
か
た
ち
を
八
葉
蓮
華
に
作
り
た
り2

中
古

　

に
は
大
日3

心
王
の
都
を
立
た
り
東
方
を
は
薬
師
領

　

し
た
ま
へ
り
南
方
を
は
宝
生
領
し
た
ま
ひ
西
方
を4

は

　

阿
弥
陀
申
う
け
た
ま
ひ
北
方
を
は
釈
迦
主
つ
き
た
ま
ひ

　

四
角
を
は
普
賢
文
殊
観
音
弥
勒
知
行
し
た
ま
へ
り

　

是
も
則
一
往
の
会
尺
な
り
諸
尊
皆
同
大
毘
盧

　

遮
那
仏
身
と
尺
し
て
大
日
心
王
の
都
な
り

　

し
か
ら
は
多
百
由
旬
の
ほ
の
を
は
仏
の
万
徳
と
成

　

に
け
り
剣
の
山
と
お
も
ふ
は
妙
覚
山
な
り
鉄
の

　

湯
と
お
も
ふ
は
功
徳
水
な
り
け
り
是
を
は
五
智
の

　

都
と
そ
な
つ
け
た
る
地
獄
と
浄
土
と
は
た
か
わ
さ
り

　

け
り
法
相
宗
に
は
於
縄
起
虵
覚
と
釈
し
縄
を

　

虵
と
お
も
ふ
は
お
そ
ろ
し
か
り
つ
れ
共
縄
と
み
な
し

　

つ
れ
は
お
そ
れ
な
し
地
獄
お
そ
ろ
し
と
お
も
ふ
は

　

迷
の
前
の
事
な
り
菩
提
な
り
け
り
と
悟
り
ぬ
れ
は

　

く
る
し
か
ら
す
唯
識
論
に
は
愚
夫
顚
倒
迷
之

　

真
如
故
無
始
来
受
生
死
苦
聖
者
離
倒
悟

　

之
真
如
便
得
涅
槃
畢
竟
安
楽
と
い
へ
り
或
人

　

師
の
釈
に
是
を
悟
れ
る
を
覚
者
と
云
是
に
ま

　

と
ふ
を5

は
凡
夫
と
云
顕
密
の
宗
義
是
に
は
過

　

へ
か
ら
す
抑
五
智
の
都6余
所
に
聞
た
れ
は
我
等

　

か
胸
の
間
に
八
葉7

の
蓮
花
あ
り
本
覚
の
仏

　

三
十
七
尊
座
し
た
ま
へ
り
帰
命
】　

極
楽

　

に
す
て
に
我
も
〳
〵
と
物
の
具
そ
ろ
へ
し
て
兵
具

　

く
ら
へ
は
し
ま
り
け
り
出
立
た
ま
へ
る
九
品
蓮
台

　

の
大
名
高
家
た
れ
〳
〵
そ
等
覚
山
の
観
音

　

左
衛
門
蓮8

花
の
ゝ
勢
至
太
郎
横
笛
の
薬
王
兵

　

衛
笙
笛
の
薬
上
武
者
懺
悔
の
里
の
普
賢

　

殿
琴9上
手
の
自
在
五
郎
三
賢
寺
の
師
子

　

孔
十
郎
同
き
陀
羅
尼
三
郎
能
満
福
智
の

　

虚
空
蔵
冠
者
歓
喜
地
の
徳
蔵
庄
子
同
弟10

　

法
蔵
別
当
又
金
剛
蔵
太
夫
光
明
太
郎

　

殊
宝
平
内
指
箭
の
山
海
慧
太
刀
の
花
厳

　

王
大
箭
月
光
王
小
箭
の
日
照11は
や
り
尾
の

　

定
自
在
一
番12

か
た
る
三
昧
王
ひ
た
や
ふ
り
の
大
自

　

在
王
一
人
当
千
の
白
象
王
打
物
の
大
威
徳

　

は
や
は
し
り
の
無
辺
身
か
く
の
こ
と
く
の
二
十
五
の

　

菩
薩
一
人
し
て
九
億
万
恒
河
沙
の
郎
等
を

　

打13

供
し
て
乗
物
は
こ
の
み
〳
〵
也
紫
雲
に
は
す
る
人

　

も
あ
り
蓮
台
に
む
ち
う
つ
人
も
あ
り
或
は
馬

　

或
は
龍
あ
る
ひ
は
師
子
或
は
大
象
に
乗
者
も
あ
り

　

此
外14生
死
の
大
海
に
弘
誓
の
船
う
か
へ
て
十
万

　

余
艘
ま
て
そ
さ
し
出
た
る
舟
一
艘
の
大
き
さ

　

は15

舳ト
モ

艫ヘ

よ
り
へ
に
至
る
ま
て
四
十
万
里
な
り

　

一
日
に
九
十16

日
を
あ
ゆ
む
程
の
道17
本
ノ
ミ
一
日
も

　

や
す
ま
す
八
十
年
は
か
り
行
は
舳ト

モ

よ
り
艫ヘ

に
は

　

行
つ
き
ぬ
へ
し
日
本
国
は
東
西
二
千
八
百

　

七
十
里
南
北
五
百
三
十
七
里
と
し
る
せ
は

　

舟
一
艘
の
勢
を
案
す
る
に
日
本
国
百
千
あ
つ

　

め
た
り
共
お
よ
ふ
へ
か
ら
す
か
か
る
舟
に
乗
つ

　

は
も
の
十
万
余
艘
そ
出
立
た
る
是
は
極
楽
の

　

東
門
よ
り
内
の
勢
也
極
楽
と
娑
婆
と
の
間
に

　

大
国
十
万
億
あ
り
国
こ
と
に
催
し
て
男
頭

　

に
つ
き
て
一
人
も
留
ま
ら
す
皆18

出
京
た
り
雲
の

　

こ
と
く
霞
の
こ
と
し19

守
に
身
も
ひ
へ
て
お
ひ
た
ゝ

　

し
大
将
軍
の
阿
弥
陀
仏
は
青
黄
赤
白

　

の
錦
の
よ
ろ
ひ
直
垂
に
相
好
荘
厳
の
小
手
を

　

さ
し
大
慈
大
悲
の
御20

よ
ろ
ひ
に
三
身
即
一

　

の
金
物
う
ち
て
八
万
四
千
の
白
星
の
甲
に

　

四
十
八
願
さ
し
た
る
胡ヤ

ナ
ク
ヒ籙
に
僧
祇
劫
へ
た
る
功
徳

　

の
重
藤
の
ふ
る
弓
に
妙
観
察
智
の
幡
さ
し
て

　

青
蓮
の
眸
を
一
度
運
せ
は
光
明
遍
照
十
方

　

世
界
と
そ
か
ゝ
や
き
け
る21大
将
を
守
て
臆
病

　

な
る
郎
等
一
人
も
な
し
次
の
十
五
日
を22

は
吉

　

日
に
定
め
て
地
蔵
菩
薩
し
る
へ
し
て
毎
日
晨

　

朝
入
諸
定
の
明
ほ
の
に23よ
せ
か
け
た
る

　

1
十
「
な
か
く
」　

2
十
「
中
台
」　

3
京
「
心
」
な
し

　

4
十
「
は
」
な
し　

5
京
「
は
」
な
し

　

6
十
「
を
」
入
る　

7
十
「
の
」
な
し

　

8
京
「
台
」　

9
京
「
の
」
入
る

　

10
十
「
に
」
入
る　

11
十
「
王
」
入
る

　

12
十
「
か
く
る
」　

13
京
「
借
」

　

14
十
「
に
」
入
る　

15
十
「
と
も
よ
り
へ
に
」

　

16
十
「
里
」

　

17
十
「
を
」　

京
（
割
注
な
し
・
一
字
分
空
白
）

　

18
十
「
出
立
」　

19
十
「
聞
」　

20
十
「
冑
」
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21
十
「
か
か
る
」
入
る　

22
十
・
京
「
は
」
な
し

　

23
十
「
そ
」
入
る

　
第
二
段

　

東
方
を
は
薬
師
如
来
う
け
た
ま
ひ
て
よ
せ
さ
せ

　

た
ま
へ
り
八
日
は
吉
日
な
り
是
は
又
こ
と
の
外
の

　

大
勢
な
り
西
方
極
楽
に
は
宗
徒
の
人
々

　

二
十
五
騎
是
は
薬
師
に
同
座
し
て
酒
器

　

へ
1

た
て
て
評
定
す
る
程
の
仏
七
供
胒
迄

　

そ
座
し
た
ま
へ
る
日
光
菩
薩
月
光
菩

　

薩
を
は
し
め
と
し
て
前
後
に
囲
遶
せ
る

　

十
二
神
将
等
の
一
の
郎
等
八
万
四
千
騎

　

な
り
医
王
善
逝
の
仰
に
い
は
く
日
記
を

　

ひ
か
へ
す
計
こ
と
な
く
し
て
合
戦
を
は
し
む

　

れ
は
勝
事
百
に
一
も
な
し
し
か
あ
れ
は

　

薬
師
経
の
日
記
に
ま
か
せ
真
言
儀
軌

　

を
守
り
て
よ
す
へ
き
な
り
仰
に
い
は
く

　

十
二
神
将
は
元モ

ト

来ヨ
リ

重
代
の
武
者
な
り

　

夜
昼
物
具
は
つ
さ
す
用
心
き
ひ
し
く

　

さ
ふ
ら
わ
る
ゝ
殿
原
は
誰
〳
〵
そ
宮
毘
羅

　

大
将　

伐
拆
羅
大
将　

迷
仚
羅
大
将

　

安
底
羅
大
将　

頞
你
羅
大
将　

珊

　

底
羅
大
将　

因
達
羅
大
将　

波
夷
羅

　

大
将　

摩
虎
羅
大
将　

真
達
羅
大
将

　
　

招
杜
羅
大
将　

毘
羯
羅
大
将

　

時
を
つ
く
り
て
辰
時
の
大
将
は
龍
の
頭
を
甲
に

　

き
る
へ
し
巳
の
時
の
大
将
は
巳
の
頭
を
甲
に

　

き
て
次
第
〳
〵
に
時
を
守
て
よ
す
へ
し
其

　

外
の
仏フ

ツ

菩ボ

薩
は
物
の
具
す
へ
か
ら
す
或
は
蓮

　

花
を
持
或
は
宝
珠
を
も
ち
或
は
印
を
結

　

或
は
合
掌
し
て
日
比
の
所
持
の
物
か
わ
る
へ

　

か
ら
す
其
故
は
我
力チ

カ
ラに

て
仏
智
薬
と
い
ふ

　

薬
を
身
に
ぬ
り
つ
れ
は
鎧
甲
を
き
ね
共
射

　

れ
共
矢
た
ゝ
す
き
れ
共
剣
い
た
か
ら
す
こ
と
に

　

我
等
か
余
の
仏
に
勝
て
光
を
た
て
ほ
こ
と

　

頼
な
り
薬
師
瑠
璃
光
如
来
と
は
さ
て

　

名
付
ら
れ
た
り
た
と
ひ
阿
防
羅
刹
鉄

　

を
七
重
ま
て
か
ま
へ
た
り
共
我2ゆ
き
む
か
わ
ん

　

に
は
瑠
璃
光
と
云
光
を
以
て
矢
い
た
く
さ

　

し
通
さ
ん
に
鉄
の
城
は
物
な
ら
し
罪
業

　

の
衆
生
を
は
一
人
も
余
の
仏
の
か
た
へ
は

　

ち
ら
さ
す
し
て
我
浄
土
へ
せ
め
と
ら
ん
と
て

　

仰
は
下
る
儀
軌
本
経
に
付
て
五
色
の
幡

　

を
さ
し
た
ま
へ
り
高
は
四
十
九
尺
大
円
鏡

　

智
の
楯
も
た
せ
て
部
類
眷
属
は
八
日

　

の
夜
四
十
九
燈
を
手
〳
〵
に
と
も
し
て

　

今
度
の
合
戦
に
勝
た
ら
は
国
〳
〵
の
衆

　

生
に
は
や
ま
ふ
あ
ら
せ
し
命
永
か
ら
せ
ん

　

と
そ
十
二
の
大
願
を3

は
お
こ
さ
せ
た
ま
ひ

　

け
る

　

1
十
「
へ
た
て
す
」　

2
京
「
ガ
」
入
る

　

3
十
「
は
」
な
し

　
第
三
段

　

北
の
手
よ
り
は
一
代
教
主
釈
迦
牟
尼

　

無
上
大
薄
伽
梵
大
将1し
て
よ
せ
さ
せ

　

た
ま
へ2

る
是
は
又
こ
と
に
意
趣
ふ
か
き
事
也

　

其
故
は
今
此
三
界
皆
是
我
有
其
中
衆
生

　

悉
是
吾
子
而
今
此
処
多
諸
患
難

　

唯
我
一
人
能
為
救
護
云
ヘ
り
一
切

　

衆
生
は
皆
我
子
也
し
か
る
に
十
分
か
一
た

　

に
も3　
　
　

し
か
し
な
か
ら
鹿
鳥
を
殺
し

　

鯉
鮒
を
取
た
れ
は
と
て
毛
を
吹
て
疪
を

　

求
め
て
地
獄
へ4

お
つ
る
事
第
一
の
遺
恨

　

な
り
五
百
の
大
願
も
衆
生
の
た
め
也

　

我
一
人
な
り
共
地
獄
に
打
入
て
罪

　

業
の
輩
一
釡
二
釡
な
り
共
う
は
ひ

　

と
り
て
浄
土
へ5

む
か
わ
は
や
と
そ
た
く
ま
る
ゝ

　

況
か
ゝ
る
官
兵
に
か
ら
れ
て
本
意
を
と
け

　

む6

事
も
共
に
悦
ふ
処
な
り
中
天
竺

　

摩
迦
陀
国
霊
山
浄
土
よ
り
そ
出
立

　

た
ま
へ
る
法
花
経
の
過
去
現
在
未
来
の

　

四
向
四
果
の
賢
聖
住
行
向
地
の
菩

　

薩
人
天
大
会
一
人
も
も
れ
さ
り
け
る

　

本
迹
二
門
涌
出
の
菩
薩
ま
て
も
出

　

立
け
り
副
将
軍
大
聖
文
殊
は
師
子

　

王
に
た
て
ま
つ
り
て
清
涼
山
に
門
出
せ
さ
せ

　

た
ま
へ
り
家
の
子
の
一7

字
文
殊
剣

　

を
抜
心
一
に
て
打
手
を
そ
ろ
へ
た
り

　

大
聖
老
人
仏
陀
頗
梨
三
蔵
お
も
ひ

　

切
て
み
え
た
り
け
る
優
団
大
王
は
果
さ
し
と

　

か
や
普
賢
菩
薩
は
白
象
王
に
奉

タ
テ
マ
ツり

て

　

二
聖
二
天
十
羅
刹
を
郎
等
に
打
供

　

し
て
法
花
経
中
の
勢
に8

は
は
な
れ
さ
り

　

け
る
弥
勒
大
聖
補
処9

の
薩
埵
四
十
九

　

重
の
摩
尼
殿
都
卒
の
内
院
よ
り
八
万
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四
千
騎
の
天
衆
を
郎
等
に
打
供
し

　

て
む
か
ひ
た
ま
へ
り
惣
し
て
は
三
界
所

　

有
の
天
王
天
衆
一
人
も
も
れ
す
御
友

　

に
そ
催
さ
る
釈
提
桓
因
二
万
天
子
善

　

見
城
を
立
出
て
三
光
天
子
四
大
王

　

持
双
の
台
よ
り
た
な
ひ
き10

出
大
師
釈

　

迦
如
来
は
も
と
よ
り
の
大
将
な
り

　

第
六
天
の
魔
王
を
も
打
し11

る
へ
た
ま
ひ
き

　

人
の
し
ら
ぬ
事
か
仏
の
矢
さ
き
に
は

　

何
物
か
か
ゝ
る
へ
き
鉄
の
堤

ツ
ゝ
ミ

十
二
を
も
射

　

通
し
た
ま
ひ
き
あ
は
れ
大
将
や
大
白
牛

　

車
と
云
車
に
乗
り
成
所
作
智
の
楯
を
つ

　

き
て
す
て
に
地
獄
の
き
た
そ
ら
迄
よ
せ
か
け

　

た
り
此
外
法
華
経
の
一
之
巻
の12

妙
字
よ
り

　

第
八13の
内
題
に
い
た
る
迄
一
々
の
文
字14こ
と
に

　

武
者
に
現
し
て
六
万
九
千
三
百
八
十
四
騎

　

迄
そ
か
け
出
て
仮
使
遍
法
界
断
善
諸

　

衆
生
一
聞
法
花
経
決
定
成
菩
提
と
時

　

を
つ
く
り
て
そ
馳
ま
わ
れ
る
南
方
を
は
宝

　

生
と
云
仏
大
将
の
宣
う
け
て
よ
せ
た
ま
へ
り

　

但
此
仏
は15

常
に
も
不
及
き
こ
へ
た
る
武
者
に
も

　

あ
ら
す
さ
し
た
る
郎
等
眷
属
も
な
し
此
仏

　

は
徳
人
に
て
宝
は
持
た
ま
へ
り
如
意
宝
珠

　

と
申
珠
を
平
等
性
智
の16

ほ
こ
に
入
て
弓

　

矢
な
け
れ
共
此
玉
を
以
て
礫

ツ
ブ
テ

打ウ
チ

に
す
と
も

　

獄
卒
に
は
よ
も
ま
け
し
と
そ
ひ
と
り
事
に

　

は
つ
ふ
や
き
け
る
無
勢
に
て
よ
せ
た
ま
へ
と17

両
の

　

足
よ
り
し
け
く
如
意
宝
珠
を
ふ
ら
し

　

け
れ
は
此
宝
珠
又
無
尽
恒
河
沙
の
武
者
を

　

ふ
ら
し
け
り
始
に
は
お
こ
か
ま
し
く
み
へ
後
に

　

は
一
番
の
大
勢
に
そ
成
た
り
け
る18

其
後
四

　

方
よ
り
攻
よ
せ
た
り
火
出
る
程19

こ
そ
戦
ひ
け
る

　

獄
卒
の
牒
状
の
こ
と
は
こ
そ20

人
し
け
な
れ

　

仏
は
正
直
の
物
か
と
お
も
へ
は
貪
欲
第
一
の

　

人
な
り
衆
生
ほ
し
か
る
欲
の
ふ
か
さ

　

自
業
自
得
果
の
憲
法
の
大
矢
う
け
取
た

　

ま
へ
と
て
一
人
の
阿
防
羅
刹
浄
頗
梨
の
鏡

　

を
小
楯
に
と
り
て
十
五
束
か
な
き
わ
せ
め
て

　

放
た
れ
は
西
方
の
副
将
軍
観
音
左
衛
門
忍

　

辱
の
甲
の
鉢
い
は
し
ら
か
し
て
十
万
億

　

の
国
を
過
て
極
楽
の
東
門
の
は
た
板21

の

　

か
せ
き
に
そ
射
立
た
る
新
生
の
菩
薩
は

　

舌
を
ふ
り
て
人
中
へ
そ
逃
入22

け
る
六
観
音

　

大
将
に
て
毘
楼
勒
叉
毘
楼
博
叉
等
の

　

二
十
八
部
衆
各
千
手
経
の
こ
と
く
は
一
人

　

し
て
五
百
の
眷
属
の
大
力
の
夜
叉
を

　

打
具
し
て
大
定
智
悲
の
弓
に
弘
誓
深

　

如
海
の
鏑
箭
を
さ
し
く
わ
せ
て
仰
に
い
は
く

　

な
む
た
ち
目
に
も
見
音
に
も
聞
ら
ん
大
悲

　

代
受
苦
の
大
聖
尊
衆
生
界
を
救
ひ
つ
く

　

さ
す
は
正
覚
を
と
ら
し
と
お
も
ひ
き
り
た
る

　

副
将
軍
な
り
手
な
み
の
程
は
た
し
か
に

　

見
23

な
ら
ん
と
て
矢
の
長
さ
は
五
十
由
善
那

　

こ
ひ
ち
ま
わ
る
程
に
引
わ
た
し
て
放

　

し
た
れ
は
八
大
地
獄
を
一
々
に
射
通
し
て

　

無
間
地
獄
の24

か
な
な
ん
の
か
せ
き
に
つ
ら
ぬ

　

き
て
地
獄
を
そ
空
へ
持モ

チ

あ
け
た
る
城
の
上

　

を
西
方
へ
お
も
た
け
に
飛
上
た
り
罪
業
の

　

重
さ
に
又
も
と
の
こ
と
く
落
に
け
り
是
を

　

見
て
阿
防
羅
刹
も
矢
前
に
か
ゝ
ら
し
と

　

そ
あ
わ
て
さ
は
き
け
る
東
の
手
に
は25月
光

　

菩
薩
小
将
軍
に
て
十
二
神
将
鼻

　

を
な
ら
へ
て
打
手
を
そ
ろ
へ
て26

三
の
木
戸
口

　

を
は
打
破
り
て
三
途
川
の
は
た
迄
攻
よ
せ

　

た
り
北
に
は
お
よ
そ
よ
す
へ
き
方
も
な
し

　

多
百
由
旬
の
剣
の27こ
と
く
に
そ
流
し
け
る

　

普
賢
菩
薩
文
殊
法
花
経
を
身
に
ま

　

き
て
お
も
ひ
き
り
て
そ
か
ゝ
り
け
る
平
等

　

一
味
の
雨
く
た
り
て
熱
鉄
の
湯
も
さ
め
に
け
り

　

大
に
身
を
現
し
て
百
由
旬
の
つ
る
き
の28

岸

　

を
手
に
入
て
吹
け
れ
は
塵
灰
に
砕ク

タ
ケて

青

　

蓮
花
の
種
と
そ
成
に
け
る
し
か
れ
共
獄

　

卒
阿
防
等
心
を
倒
さ
す
は
つ
み
出
て
そ

　

戦
け
る
南
の
手
は
如
意
宝
珠
を
つ
ふ
て

　

に
し
て
う
ち
け
れ
は
羅
刹
か
甲カ

フ
トの

鉢
は
く
た

　

け
よ
と
そ
投
た
り
け
る
七
日
七
夜
合
戦

　

す
る
に
た
か
ひ
に
勝
負
な
か
り
け
り
い
よ
〳
〵

　

地
獄
の
方
に
は
勢
つ
き
て
け
れ
は
落
へ
き

　

事
更
に
な
し29

と
そ
今
に
聞
へ
伝
ふ

　

1
京
「
ト
」
入
る　

2
十
「
り
」

　

 

3
十
「
浄
土
へ
は
参
ら
せ
す
」
入
る　

京
（
四
字
分
空

白
）　

4
十
「
落
す
」　

5
十
「
む
か
え
は
や
」

　

6
十
「
事
も
と
も
」　

7
十
「
万
」

　

8
十
「
は
」
な
し　

9
十
「
の
」
な
し

　

10
京
「
出
ル
」　

11
十
「
な
」　

12
京
「
妙
ノ
字
」

　

13
十
「
巻
」
入
る　

14
十
「
〻
」
入
る
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15
十
「
常
に
も
聞
お
よ
は
す
」　

16
京
「
箱
」

　

17
十
「
雨
」　

18
十
「
其
後
」
な
し

　

19
十
「
に
そ
」　

20
京
「
ヒ
ト
シ
キ
ナ
レ
」

　

21
十
「
に
」　

22
十
「
た
る
」　

23
十
「
見
な
ら
へ
」

　

24
十
「
か
な
な
へ
」　

25
十
「
日
光
菩
薩
」
入
る

　

 

26
十
「
一
二
」　

27
十
「
み
ね
高
く
さ
か
し
鉄
の
湯
を

わ
か
し
て
滝
水
の
」
入
る　

28
十
「
峯
」

　

29
十
「
と
そ
今
に
聞
へ
伝
ふ
」
な
し

　
和
歌

　
　

三
1

千
の
ま
た
ら
女
を

　
　
　
　
　
　
　
　

引
つ
れ
て

　
　
　

人
は
浄
土
に

　
　
　
　
　
　
　
　

ま
い
る
そ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
れ

　
　

法
2

華
経
の
妙
の
一
字
の

　
　
　

力
に
て
人
も
仏
も

　
　
　
　
　
　
　
　

浄
土
に
そ
す
む

　

1
十　

な
し　
　

2
十　

な
し

　
第
四
段

※
下
巻
第
一
段
の
︻
大
日
心
王
⋮
帰
命
︼
は
本
来
こ
の
位
置

　

本
覚
心
法
身
也
此
仏
に
は
い
か
に
し
て
か

　

な
る
へ
き
信
心
を
い
た
し
て
五
字
の
真
言

　

陀
羅
尼
を
か
ゝ
せ
て
ま
ほ
り
に
か
け
よ

　

今
生
に
は
諸
仏
菩
薩
曼
荼

　

羅
擁
護
を
く
は
へ
て
弓
矢
の
恐
な
く
重

　

病
を
う
け
す
所
知
所
領
心
に
か
な
ひ

　

求
1

む
る
処
望
む
処
円
満
し
て
男

　

女
諸
共
に
衆
人
愛
敬
身
に
あ
ま
り

　

成
仏
す
る
事
よ
に
や
す
し2

お
そ
ろ

　

し
き
地
獄
を
も
極
楽
に
な
す
そ
か
し

　

法
身
を
か
へ
す
し
て
仏
に
な
ら
ん
こ
と

　

や
す
か
る
へ
し
智
者
此
こ
と
は
り
を
悟

　

れ
は
よ
ろ
つ
の
事
つ
み
な
ら
す

　

無
智
の
人
は
学
生
に
問
ふ
へ
し3世

　

間
の
浅
名
を
も4

以
て
法5の
ふ
か
き
処

　

を
あ
ら
は
す
此
合
戦6

状
は
仏
智

　

に
叶
へ
り
さ
ら
に
そ
し
る
事

　

な
か
れ

　

1
十
「
所
求
所
望
」　

2
京
「
ヲ
ソ
ロ
シ
シ
」

　
 

3
十
「
世
中
に
は
智
者
に
過
た
る
た
か
ら
は
な
し
」
入

る　

4
十
「
以
」
な
し　

5
十
「
性
」
入
る

　

6
京
「
状
」
な
し

　
奥
書

　

願
以
此
功
徳 
普
及
於
一
切　

我
等
与
衆
生

　

皆
共
成
仏
道

　
　
　
　
　
　

法
泉
禅
窟　
﹇
禾
晉
﹈
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三
　
解
題

三

－

一
　
早
大
本
の
概
要

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
早
大
本
「
仏
鬼
軍
絵
巻
」
は
、『
弘
文
荘
敬
愛
書
図
録
』（
一
九
八

二
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
作
品
で
あ
る（（
（

。
同
年
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
が
弘
文
荘
か
ら

購
入
し
、
現
在
に
至
る
。
な
お
早
大
本
「
仏
鬼
軍
絵
巻
」
の
全
画
像
に
つ
い
て
は
、
早
稲

田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
公
開
が
さ
れ
て
い
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
本
作
の
下
巻
第
一
段
詞
書
冒
頭
部
に
は
、
第
一
紙
か
ら
三
紙

を
跨
ぐ
か
た
ち
で
、
下
巻
第
四
段
詞
書
の
前
半
部
分
に
相
当
す
る
本
文
が
挿
し
込
ま
れ
て

い
る
。
挿
入
箇
所
の
文
末
に
は
丸
印
が
付
さ
れ
て
お
り
、
一
文
字
空
け
て
次
の
文
を
書
き

継
い
で
い
る
こ
と
か
ら
、
底
本
で
の
錯
簡
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。
ま
た
下
巻
第
一
紙
・
四
紙
・
三
八
紙
の
上
部
に
は
、
旧
所
蔵
者
に
よ
る
も
の
と
み
ら

れ
る
錯
簡
部
の
本
来
の
本
文
位
置
を
指
摘
す
る
付
箋
が
あ
る
。

　

上
巻
巻
頭
部
の
墨
書
「
此
二
幅
十
念
寺
之
什
物
、
而
一
休
作
之
、
土
佐
光
信
画
之
」
は
、

「
仏
鬼
軍
絵
巻
」
の
伝
承
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
二
巻
の
絵
巻
は
十
念
寺
の
什

物
で
、
物
語
は
一
休
宗
純
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
絵
は
土
佐
光
信
が
手
が
け
た
と
記
さ
れ

る
が
、
本
作
の
画
風
は
、
近
世
奈
良
絵
本
の
特
徴
を
備
え
て
お
り
、
光
信
作
で
あ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い（（
（

。
ま
た
十
念
寺
と
一
休
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
記
述
が
他
の
伝
本

に
多
く
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
近
世
に
加
え
ら
れ
た
伝
承
が
反
映

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
検
討
す
る
。

　

奥
書
の
記
述
か
ら
は
、
こ
の
絵
巻
が
「
法
泉
禅
窟
什
物
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

一
休
作
の
伝
承
か
ら
禅
宗
寺
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
が
、「
法
泉
禅

窟
」
が
い
ず
れ
の
寺
院
を
指
し
て
い
る
の
か
は
、
現
時
点
で
は
特
定
で
き
て
い
な
い
。
ま

た
紙
継
部
分
に
捺
さ
れ
た
「
籍
田
長
興
」
の
詳
細
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。

　

早
大
本
は
白
描
模
本
で
あ
る
が
、
随
所
に
「
う
ん
け
ん
（
繧
繝
）」「
金
」「
朱
」
と
い
っ

た
色
指
定
の
注
記
が
あ
り
、
原
本
で
の
彩
色
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
想
定
さ
れ
る

彩
色
の
特
徴
や
、
龍
頭
鷁
首
の
舟
、
獣
面
の
楯
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
、
奈
良
絵
本
諸
作

例
（
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
蔵
「
舞
の
本
絵
巻
」、
國
學
院
大
學
図
書
館
蔵
「
咸

陽
宮
絵
巻
」、
海
の
見
え
る
杜
美
術
館
蔵
「
舞
の
本
」
等
）
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
早
大
本
原
本
は
、
こ
れ
ら
と
同
様
に
寛
文
・
延
宝
期
（
一
六
六
一
〜
八
一
）
の
極
彩
色
奈

良
絵
本
の
一
作
例
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

三

－
二
　
現
存
諸
本
に
つ
い
て

　

続
い
て
『
仏
鬼
軍
』
現
存
諸
本
と
そ
の
内
容
を
再
整
理
す
る
。
中
嶌
容
子
氏（（
（

、
本
井
牧

子
氏
に
よ
り
、
既
に
諸
本
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
に
基

づ
き
、
新
た
に
早
大
本
を
加
え
た
諸
本
一
覧
を
示
す（（
（

。

　
　
﹇
諸
本
一
覧
﹈

十
念
寺
本
系
統

　

写
本

（
絵
巻
）

　

・
十
念
寺
蔵
、
一
巻
、
重
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
十
念
寺
本
〉

　

・
神
宮
文
庫
蔵
、
模
本
、
一
巻
、
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
写

〈
神
宮
文
庫
模
本
〉

　

・
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
模
本
、
一
巻
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
写

〈
東
博
模
本
〉

　

・
京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研
究
室
蔵
、
模
本
、
一
巻

〈
京
大
美
学
模
本
〉

（
冊
子
）

　

・
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、『
片
玉
集
』
巻
五
〇
所
収
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
写

〈
書
陵
部
本
〉

　

刊
本

　

・
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）　

刊　
　
　
　
　
　
　

〈
元
禄
版
〉

　

・
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）　

刊　
　
　
　
　
　
　

〈
文
政
版
〉

　

・
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）　

刊　
　
　
　
　
　
　

〈
天
保
版
〉

　

・
刊
年
不
明
版
本

早
大
本
系
統

　

・
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
、
白
描
模
本
、
二
巻　
　
〈
早
大
本
〉

　

・
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
蔵
、
一
冊
、
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
写

〈
京
大
文
研
本
〉

　（
一
）
十
念
寺
本
系
統
の
諸
本

　
﹇
諸
本
一
覧
﹈
に
挙
げ
た
う
ち
、
最
も
古
い
伝
本
が
十
念
寺
本
で
あ
る
。
一
巻
・
紙
本
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淡
彩
の
絵
巻
で
あ
り
、
冒
頭
部
分
が
欠
落
し
て
い
る
。
奥
書
は
備
え
て
お
ら
ず
、
絵
師
及

び
詞
書
筆
者
は
と
も
に
不
明
で
あ
る
。
現
状
で
は
全
四
段
構
成
で
あ
る
が
、
欠
落
に
よ
り
、

第
一
段
に
詞
書
は
な
く
、
絵
か
ら
場
面
が
始
ま
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

美
術
史
学
に
お
け
る
十
念
寺
本
の
研
究
は
、
一
八
九
九
年
の
『
國
華
』
に
「
佛
鬼
軍
絵

詞
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た（（
（

。
そ
の
後
の
白
畑
よ
し
氏
の
研
究
、
真
保

亨
氏
の
作
品
解
説
で
は
、
本
文
内
容
と
画
風
か
ら
、
制
作
年
代
は
室
町
時
代
中
〜
後
期
で

あ
る
と
の
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る（（
（

。

　
﹇
諸
本
一
覧
﹈
に
示
し
た
伝
本
の
ほ
と
ん
ど
は
十
念
寺
本
を
も
と
に
し
て
お
り
、
こ
の

こ
と
か
ら
は
同
本
の
影
響
力
の
強
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
早
大
本
と
京
大
文
研
本
を
除
く

す
べ
て
の
写
本
・
版
本
は
、
十
念
寺
本
の
本
文
を
忠
実
に
書
写
し
て
お
り
、
本
文
に
異
同

は
み
ら
れ
な
い
。
以
下
で
は
、
十
念
寺
本
を
祖
本
と
す
る
伝
本
の
概
要
を
確
認
す
る
。

　

東
博
模
本
は
、
木
挽
町
狩
野
家
・
九
代
目
当
主
で
あ
る
晴
川
院
養
信
（
一
七
九
六
〜
一
八

四
六
）
が
主
導
し
た
寺
社
宝
物
の
模
写
事
業
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
。
現
在
、
東
京
国
立
博

物
館
が
関
連
模
本
類
を
所
蔵
し
て
お
り
、
当
本
は
こ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
奥
書
に
は

「
右
仏
鬼
軍
絵
詞
一
巻
書
画
共
ニ
一
休
和
尚
真
蹟
也
／
十
念
寺
什
物
於
京
都
令
模
写
了
／

天
保
十
一
庚
子
年
仲
夏　

養
信
﹇
花
押
﹈」
と
あ
り
、
天
保
十
一
年
に
十
念
寺
本
を
原
本

と
し
て
模
写
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
本
紙
下
部
の
銘
記
か
ら
は
、
井
上
昆

得
、
岩
崎
信
盈
、
狩
野
養
長
、
中
山
養
福
と
い
う
四
人
の
門
人
ら
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

神
宮
文
庫
模
本
及
び
京
大
美
学
模
本
に
つ
い
て
は
、
原
本
の
画
像
デ
ー
タ
を
確
認
で
き

て
い
な
い
た
め
、
中
嶌
氏
、
本
井
氏
の
研
究
で
の
整
理
に
基
づ
い
て
概
要
を
述
べ
る
。

　

神
宮
文
庫
模
本
は
紙
本
淡
彩
絵
巻
で
、
奥
書
に
は
「
此
巻
物
者
紫
野
一
休
和
尚
自
画
讃

本
紙
十
念
寺
有
り
、
享
保
十
四
年
酉
四
月
中
旬
写
之
」
と
記
さ
れ
る
。
そ
の
図
様
や
構
成

は
、
十
念
寺
本
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
元
禄
版
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

京
大
美
学
模
本
は
十
念
寺
本
の
忠
実
な
模
本
で
あ
る
。
奥
書
を
持
た
な
い
た
め
書
写
年

代
は
不
明
で
あ
る
が
、
諸
本
の
中
で
は
最
も
時
代
が
降
る
伝
本
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（（1
（

。

　

書
陵
部
本
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
・
津
村
淙
庵
に
よ
る
叢
書
『
片
玉
集
』
巻
五

〇
に
「
仏
鬼
軍
一
巻
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
奥
書
に
は
「
右
京
今
出
川
十
念

寺
宝
物
、
寛
政
十
二
庚
申
秋
八
月
四
日
拝w

閲
之q

艸
写
し
置
」、「
右
谷
中
幡
随
院
乗
運
自

省
主
書
写
之
本
、
浅
草
行
安
寺
圓
阿
上
人
借
得
之
、
朽
鈍
借
伝
之
書
写
了　

享
和
改
元
仲

夏　

淙
庵
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
乗
雲
と
い
う
人
物
が
十
念
寺
本
の
本
文
を

書
写
し
た
本
が
存
在
し
、
さ
ら
に
そ
の
内
容
を
淙
庵
が
書
き
写
し
た
も
の
が
書
陵
部
本
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

版
本
の
初
発
本
で
あ
る
元
禄
版
は
、
十
念
寺
一
八
世
の
澤
了
が
、
十
念
寺
蔵
の
「
仏
鬼

軍
絵
巻
」
を
見
つ
け
、
そ
の
内
容
を
後
世
の
宝
と
す
る
た
め
に
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

識
語
に
「
正
本
を
も
ッ
て
一
字
一
画
の
た
が
ひ
な
く
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
十
念
寺
本

本
文
を
忠
実
に
書
写
し
て
い
る
。

　

文
政
版
は
元
禄
版
の
復
刻
版
で
あ
り
、
本
文
及
び
挿
絵
は
同
様
で
あ
る
。
元
禄
版
・
文

政
版
の
挿
絵
を
見
る
と
、
十
念
寺
本
に
描
か
れ
る
構
図
や
モ
チ
ー
フ
を
踏
襲
し
な
が
ら
、

画
面
を
整
理
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
日
如
来
や
宝
生
如
来
な
ど
、
い
く
つ
か
十
念

寺
本
に
は
な
い
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
本
文
内
容
に
沿
っ
た
も

の
で
あ
り
、版
本
制
作
に
あ
た
っ
て
補
足
的
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

天
保
版
も
元
禄
版
の
再
刊
本
で
あ
る
が
、
挿
絵
は
菱
川
清
春
に
よ
る
も
の
に
差
し
替
え

ら
れ
て
い
る
。
元
禄
版
本
と
画
風
は
大
き
く
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
画
面
は
十
念
寺
本
・

元
禄
版
の
モ
チ
ー
フ
や
画
面
構
成
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
に
見
て
き
た
諸
本
に
は
、
奥
書
を
持
た
な
い
京
大
美
学
模
本
を
除
い
て
一
様
に
、

十
念
寺
の
『
仏
鬼
軍
』
は
一
休
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

江
戸
時
代
後
期
に
刊
行
さ
れ
た
地
誌
『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
の
十
念
寺
の
項
目
に
も
「
仏

鬼
軍
図
、
一
休
和
尚
の
筆
な
り
、
仏
地
獄
を
破
つ
て
無
比
の
楽
城
と
し
給
ふ
図
な
り
、
当

寺
什
宝
と
す
」
と
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
は
、「
十
念
寺
に
は
一
休
制
作
に
よ
る

『
仏
鬼
軍
』
が
伝
来
し
て
い
る
」
と
い
う
伝
承
が
、
近
世
以
降
に
流
布
し
て
い
た
様
子
が

う
か
が
わ
れ
る
。
本
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
十
念
寺
本
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
忠
実
に

書
写
・
刊
行
さ
れ
続
け
た
の
は
、
や
は
り
こ
の
伝
説
が
背
景
に
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ

よ
う（（（
（

。
早
大
本
の
巻
頭
墨
書
の
「
此
二
幅
十
念
寺
之
什
物
而
一
休
作
之
」
と
い
う
部
分
も

同
様
に
、
こ
れ
ら
の
影
響
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

　（
二
）
京
大
文
研
本

　

京
大
文
研
本
は
、
十
念
寺
系
統
の
諸
本
に
欠
け
る
本
文
を
備
え
た
伝
本
で
あ
る
。
同
本
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は
、
二
〇
〇
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
京
都
大
学
蔵
お
伽
草
子
作
品
の
悉
皆
調
査
に
よ
り
、
文

学
部
印
度
哲
学
研
究
室
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
に
基
づ
き
、
本
井
牧
子
氏
は
同
年

の
論
考
に
お
い
て
『
仏
鬼
軍
』
諸
本
の
整
理
と
と
も
に
、
新
出
本
と
し
て
京
大
文
研
本
の

紹
介
を
し
て
い
る（（1
（

。
こ
れ
ら
一
連
の
研
究
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
不
明
と
さ
れ
て
い
た
『
仏

鬼
軍
』
の
物
語
前
半
部
分
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

京
大
文
研
本
は
写
本
一
冊
で
、
外
題
は
「
仏
鬼
軍
邪
正
記
」、
奥
書
に
は
「
右
ハ

巻
物
二
軸

ニ

賛
ト

画
ト

雑
ヘ

書
ス

。
十
念
寺
之
什
物
ニ
シ
テ

而
一
休
作w

リ

之
賛q

、
土
佐
光
信
作w

之
画q

也
。
其
ノ

写
軸
在w

リ

法
泉q

ニ

、
享
保
十
四
己
酉
歳
三
月
、
借
テ

而
写w

之
賛q

ヲ

也
」
と
記
さ
れ
る
。
本
文
は
、

漢
字
片
仮
名
交
じ
り
。
絵
は
備
え
て
い
な
い
が
、
絵
巻
の
絵
に
あ
た
る
部
分
に
は
注
記
を

挟
ん
で
い
る
。
注
記
で
は
、「
此
間
ニ
薬
師
如
来
并
十
二
神
将
等
ノ
出
陣
ノ
画
ア
リ
」
と

い
う
よ
う
に
、
底
本
の
絵
の
詳
細
が
簡
潔
に
示
さ
れ
る
。

　

本
井
氏
は
、『
弘
文
荘
敬
愛
書
図
録
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
二
巻
本
「
仏
鬼
軍
絵
巻
」（
早

大
本
と
同
一
）
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
論
考
の
中
で
、
京
大
文
研
本
奥
書
の
「
十

念
寺
之
什
物
ニ
シ
テ

而
一
休
作w

リ

之
賛q

、
土
佐
光
信
作w
之
画q
也
」
と
い
う
記
述
が
、
弘
文
荘

本
の
巻
頭
に
「
此
二
幅
十
念
寺
之
什
物
而
一
休
作
之
土
佐
光
信
画
之
」
と
あ
る
こ
と
と
同

内
容
で
あ
り
、
ま
た
「
其
ノ

写
軸
在w

リ

法
泉q

ニ

」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
弘
文
荘
本
の

奥
書
に
「
法
泉
禅
窟
什
物
」
と
あ
る
こ
と
に
一
致
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え

て
、
両
者
が
共
通
し
て
十
念
寺
本
に
欠
け
る
本
文
を
有
し
て
い
る
点
と
、
目
録
に
掲
載
さ

れ
た
絵
の
内
容
が
京
大
文
研
本
の
注
記
と
合
致
す
る
点
か
ら
、
こ
の
弘
文
荘
本
を
京
大
文

研
本
の
祖
本
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
項
に
て
詳
細
に
検

討
す
る
。

三

－

三
　
早
大
本
の
位
置
付
け
と
書
写
系
統

　

以
下
で
は
、
早
大
本
、
十
念
寺
本
、
京
大
文
研
本
の
本
文
内
容
と
構
成
を
比
較
し
、
各
々

の
異
同
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る（（1
（

。
ま
た
本
文
の
字
句
異
同
か
ら
、
早
大
本
の
位
置
付
け

と
現
存
諸
本
の
書
写
系
統
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
三
伝
本
の
各
段
内
容
と
そ
の
対

応
関
係
は
稿
末
の
﹇
表
﹈
に
示
し
て
い
る
。

　（
一
）
十
念
寺
本
と
の
比
較

　

ま
ず
は
早
大
本
と
十
念
寺
本
の
内
容
と
構
成
を
比
較
す
る
。
両
本
を
比
較
し
た
際
に
、

注
目
す
べ
き
は
以
下
の
四
点
で
あ
る
。

　

一
点
目
は
、
早
大
本
の
上
巻
第
一
段
詞
と
絵
、
第
二
段
詞
に
あ
た
る
部
分
が
十
念
寺
本

に
は
欠
落
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

二
点
目
は
、
和
歌
の
挿
入
。
早
大
本
下
巻
第
三
段
絵
と
第
四
段
詞
の
間
に
は
、
十
念
寺

本
に
は
存
在
し
な
い
「
三
千
の
ま
た
ら
女
を
引
つ
れ
て
人
は
浄
土
に
ま
い
る
そ
と
し
れ
」

「
法
華
経
の
妙
の
一
字
の
力
に
て
人
も
仏
も
浄
土
に
そ
す
む
」
と
い
う
二
首
の
和
歌
が
挿

入
さ
れ
て
い
る
。

　

三
点
目
は
錯
簡
の
有
無
。
早
大
本
は
底
本
で
の
錯
簡
を
受
け
継
い
で
い
る
と
思
わ
れ
、

下
巻
第
四
段
詞
の
前
半
部
分
が
、
下
巻
第
一
段
詞
冒
頭
部
に
挿
し
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ

の
錯
簡
は
十
念
寺
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

四
点
目
は
、
早
大
本
下
巻
第
三
・
四
段
部
分
の
構
成
で
あ
る
。
十
念
寺
本
の
第
四
段
詞

は
、
早
大
本
で
は
下
巻
第
三
段
・
四
段
詞
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。
十
念
寺
本
の
第
四
段
詞

は
他
の
段
と
比
べ
て
文
量
が
倍
以
上
あ
り
、
や
や
不
自
然
で
は
あ
る
も
の
の
、
絵
と
の
対

応
関
係
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
構
成
は
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ

る
。
十
念
寺
本
の
本
文
が
二
分
割
さ
れ
た
う
ち
の
後
半
に
あ
た
る
早
大
本
の
下
巻
第
四
段

詞
は
、
前
述
の
錯
簡
箇
所
と
も
重
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
は
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

　

次
い
で
本
文
異
同
で
あ
る
が
、
両
本
の
あ
い
だ
に
は
全
四
十
八
箇
所
の
異
同
が
み
ら
れ

る
。
以
下
に
そ
の
一
例
を
挙
げ
る
。

西
方
極
楽
に
は
宗
徒
の
人
々
二
十
五
騎
、
是
は
薬
師
に
同
座
し
て
酒
器
へ（

十
・
へ
た
て
す
）

た
て
て
、

評
定
す
る
程
の
仏
七
俱
胝
そ
座
し
た
ま
へ
る
。

 

（
下
巻
第
二
段
）

十
二
神
将
、
鼻
を
な
ら
へ
て
、
打
手
を
そ
ろ
へ
て
、
三

（
十
・
一
二
）の

木
戸
口
を
は
打
破
り
て
、

三
途
川
の
は
た
迄
攻
よ
せ
た
り
。

 

（
下
巻
第
三
段
）



W
A

SED
A

 R
ILA

S JO
U

R
N

A
L N

O
. 10

（84）441

こ
の
よ
う
に
早
大
本
の
本
文
は
、
誤
写
に
よ
っ
て
本
来
の
意
味
が
通
ら
な
い
か
た
ち
に

な
っ
て
い
る
の
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
他
の
異
同
箇
所
に
も
共
通
し
て
い
る
。

　

ま
た
早
大
本
に
は
、
一
文
字
単
位
の
誤
写
だ
け
で
は
な
く
、
脱
語
及
び
脱
文
も
み
ら
れ

る
（
括
弧
内
は
早
大
本
に
な
い
箇
所
）。

一
切
衆
生
は
皆
我
子
也
、
し
か
る
に
十
分
か
一
た
に
も
【
浄
土
へ
は
参
ら
せ
す
】。

東
の
手
に
は
【
日
光
菩
薩
】
月
光
菩
薩
、
小
将
軍
に
て
、

多
百
由
旬
の
剣
の
【
み
ね
高
く
さ
か
し
、
鉄
の
湯
を
わ
か
し
て
滝
水
の
】
こ
と
く
に

そ
流
し
け
る
。

 

（
下
巻
第
三
段
）

智
者
此
こ
と
は
り
を
悟
れ
は
、
よ
ろ
つ
の
事
つ
み
な
ら
す
、
無
智
の
人
は
学
生
に
問

ふ
へ
し
、【
世
中
に
は
智
者
に
過
た
る
た
か
ら
は
な
し
】。

 

（
下
巻
第
四
段
）

　

一
方
で
早
大
本
独
自
の
挿
入
は
一
箇
所
の
み
で
あ
る
（
傍
線
部
は
早
大
本
で
の
挿
入
箇
所
）。

い
よ
〳
〵
地
獄
の
方
に
は
勢
つ
き
て
け
れ
は
、
落
へ
き
事
更
に
な
し
と
そ
今
に
聞
へ

伝
ふ
。

 

（
下
巻
第
三
段
）

以
上
の
本
文
異
同
の
特
徴
か
ら
、
十
念
寺
本
の
本
文
は
早
大
本
よ
り
原
型
に
近
い
も
の
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　（
二
）
京
大
文
研
本
と
の
比
較

　

京
大
文
研
本
は
、
早
大
本
と
同
様
の
本
文
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
京
大
文
研
本
で
の
絵

の
注
記
箇
所
と
早
大
本
の
画
面
内
容
、
ま
た
先
に
述
べ
た
和
歌
の
挿
入
、
詞
書
の
錯
簡
ま

で
も
が
完
全
に
一
致
す
る
。
さ
ら
に
京
大
文
研
本
と
早
大
本
の
本
文
は
、
十
念
寺
本
と
比

較
し
た
際
の
誤
写
及
び
脱
文
も
共
通
し
て
お
り
、
両
本
が
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　

た
だ
し
京
大
文
研
本
に
は
、
十
念
寺
本
と
早
大
本
の
間
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
異
同
が

二
十
三
箇
所
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
京
大
文
研
本
の
本
文
を
書
写
す
る
過
程
で
発
生

し
た
誤
字
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

カ
ク
ノ
如
ク
ノ
二
十
五
菩
薩
一
人
シ
テ
、
九
億
万
恒
河
沙
ノ
郎
等
ヲ
打
借

（
早
・
供
）シ

テ
、
乗

物
ハ
好
ミ
好
ミ
ナ
リ
。

 

（
京
大
文
研
本
第
三
段
）

ヲ（
早
・
お
そ
ろ
し
き
）

ソ
ロ
シ
シ
地
獄
ヲ
モ
極
楽
ニ
ナ
ス
ゾ
カ
シ
、
法
身
ヲ
カ
ヘ
ズ
シ
テ
仏
ニ
成
ン
事
ヤ

ス
カ
ル
ベ
シ
。

 

（
京
大
文
研
本
第
六
段
）

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
京
大
文
研
本
を
底
本
と
し
て
早
大
本
が
成
立
し
た
可
能
性
は
否
定

さ
れ
る
。
つ
ま
り
京
大
文
研
本
は
早
大
本
を
底
本
と
す
る
親
子
関
係
、
あ
る
い
は
共
通
祖

本
に
基
づ
く
兄
弟
関
係
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　（
三
）
早
大
本
の
位
置
付
け

　

以
上
の
比
較
を
踏
ま
え
て
、
十
念
寺
本
、
早
大
本
、
京
大
文
研
本
の
書
写
系
統
を
整
理

し
た
。
な
お
十
念
寺
本
系
統
の
諸
本
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
中
嶌
氏
に
よ
っ
て
整
理
が
さ

れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
同
氏
の
説
を
踏
襲
し
た
。

　

従
来
知
ら
れ
て
い
た
十
念
寺
本
系
統
に
加
え
、
近
年
、
京
大
文
研
本
及
び
早
大
本
が
確

認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
存
す
る
『
仏
鬼
軍
』
諸
本
が
共
通
の
祖
本
を
も
と
に
す
る

二
つ
の
系
統
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
祖
本
は
上
下
巻
分
を
備
え

た
完
本
で
あ
っ
た
も
の
と
推
定
で
き
、
現
存
諸
本
の
う
ち
、
十
念
寺
本
系
統
は
上
巻
部
が

欠
失
し
た
も
の
、
早
大
本
系
統
は
完
本
で
は
あ
る
も
の
の
、
下
巻
部
に
和
歌
の
挿
入
と
錯
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簡
が
あ
る
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
主
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

き
た
『
仏
鬼
軍
』
は
、
い
ず
れ
も
十
念
寺
本
系
統
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

早
大
本
と
京
大
文
研
本
は
、
十
念
寺
本
と
は
別
系
統
の
作
品
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
現
存
諸
本
と
の
本
文
対
照
を
通
じ
て
、
早
大
本
が
現
在
で
は
忘
れ
去
ら
れ

て
い
た
『
仏
鬼
軍
』
の
一
系
統
を
復
元
し
得
る
貴
重
な
伝
本
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。

　
「
仏
鬼
軍
絵
巻
」
の
主
題
で
あ
る
極
楽
と
地
獄
と
の
争
い
の
物
語
や
、
仏
菩
薩
を
擬
人

化
す
る
表
現
は
、
後
世
の
文
学
及
び
絵
画
作
品
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
明

暦
四
年
（
一
六
五
八
）
刊
行
の
『
焔
魔
王
物
語
』（
慶
応
義
塾
大
学
図
書
館
蔵
）
に
は
、
十
念
寺

本
に
欠
け
る
上
巻
部
分
の
本
文
が
一
部
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
引
用
文
は
、
誤
写
が
極

め
て
少
な
い
状
態
で
あ
り
、
早
大
本
本
文
よ
り
も
原
型
を
と
ど
め
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
江
戸
時
代
初
頭
に
、
十
念
寺
本
と
早
大
本
を
遡
る
完
本
と
呼

べ
る
本
文
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
関
係
性
に
も

目
を
向
け
、
室
町
時
代
に
お
け
る
「
仏
鬼
軍
絵
巻
」
の
成
立
と
近
世
に
お
け
る
展
開
に
つ

い
て
、
よ
り
一
層
の
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

註（1
）　
「
仏
鬼
軍
絵
巻
」
の
主
題
と
早
大
本
の
絵
画
様
式
に
関
し
て
は
、『
美
術
史
研
究
』（
第
六
〇
冊
、

二
〇
二
二
年
十
二
月
発
行
予
定
）
に
て
別
に
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

（
2
）　
『
仏
鬼
軍
』
後
半
部
分
の
本
文
は
、『
禅
林
法
話
集
』（
有
朋
堂
、
一
九
一
四
年
）、『
国
文
東
方

仏
教
叢
書
』（
第
一
輯
第
九
巻
、
文
芸
部
上
、
国
文
東
方
仏
教
叢
書
刊
行
会
、
一
九
二
六
年
）、『
室

町
時
代
物
語
大
成
』（
第
十
一
、
角
川
書
店
、
一
九
八
三
年
）
な
ど
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
『
一
休
仮
名
法
語
集
』（『
一
休
和
尚
全
集
』
第
四
巻
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
、
飯
塚

大
展
氏
に
よ
る
訳
注
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
仏
鬼
軍
』
の
文
章
表
現
上
の
特
徴
や
類
似
作
例
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
市
古
貞
次
『
中
世
小
説
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
五
年
）、

藤
井
隆
（
解
説
）「
仏
鬼
軍
」（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）、

三
浦
億
人
（
解
説
）「
仏
鬼
軍
」（
徳
田
和
夫
編
『
お
伽
草
子
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、

本
井
牧
子
「
十
王
経
と
十
王
信
仰
│
経
典
か
ら
文
学
へ
│
」（『
軍
記
物
語
の
窓
』
二
、
二
〇
〇
二

年
）、
伊
藤
慎
吾
『
擬
人
化
と
異
類
合
戦
の
文
芸
史
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
3
）　

本
井
牧
子
「
室
町
時
代
物
語
『
仏
鬼
軍
』
に
つ
い
て
│
新
出
本
の
紹
介
を
兼
ね
て
│
」（『
京
都

大
学
國
文
學
論
叢
』
五
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
4
）　

反
町
茂
雄
編
『
弘
文
荘
敬
愛
書
図
録
』（
弘
文
荘
、
一
九
八
二
年
）
で
は
、
本
作
の
構
成
を
「
下

巻
は
四
段
四
図
」
と
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
正
し
く
は
四
段
三
図
で
あ
る
。

（
5
）　
『
雍
州
府
志
』（
一
六
八
四
年
）
に
は
、「
十
念
寺
、
在
本
満
寺
北
、
而
浄
土
宗
也
、
縁
起
一
巻
、

又
仏
鬼
軍
図
、
土
佐
家
之
筆
也
」
と
あ
り
、
十
念
寺
本
「
仏
鬼
軍
絵
巻
」
を
土
佐
派
絵
師
の
手
に

よ
る
も
の
と
す
る
伝
承
が
流
布
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
6
）　

中
嶌
容
子
「『
仏
鬼
軍
』
に
つ
い
て
」（『
大
谷
学
報
』
七
六
│

二
、
一
九
九
七
年
）。

（
7
）　
『
国
書
総
目
録
』
に
は
、
本
稿
で
挙
げ
た
諸
本
の
ほ
か
に
も
、
森
川
如
春
庵
蒐
集
の
「
伝
仏
鬼

軍
絵
巻
断
簡
」
が
伝
本
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
断
簡
に
は
、
金
棒
を
掲
げ
る
鬼
と
弓
矢
を

引
く
鬼
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
一
致
す
る
図
像
は
現
存
諸
本
の
う
ち
に
は
見
出
せ
な
い
。

そ
の
た
め
、「
仏
鬼
軍
絵
巻
」
の
断
簡
で
あ
る
蓋
然
性
は
低
い
と
考
え
、
本
稿
の
﹇
諸
本
一
覧
﹈

か
ら
は
除
外
し
た
。
ま
た
「
男
爵
松
尾
家
所
蔵
品
入
札
」（
東
京
美
術
俱
楽
部
、
一
九
二
九
年
三

月
十
一
日
）
の
売
立
目
録
に
は
、
狩
野
探
幽
筆
「
佛
鬼
合
戦
巻
物
」
二
巻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
東

京
文
化
財
研
究
所
「
売
立
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
参
照
）。
目
録
上
の
図
版
か
ら
は
、
十
念
寺

本
の
図
様
を
踏
襲
す
る
画
面
内
容
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
掲
載
情
報
の
と
お
り
、
狩
野
探

幽
（
一
六
〇
二
〜
七
四
）
筆
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
制
作
は
元
禄
版
本
（
一
六
九
七
年
）
を
遡
る

と
仮
定
で
き
、
早
大
本
原
本
と
お
お
よ
そ
同
時
期
の
貴
重
な
伝
本
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
落
札
者
及
び
現
在
の
所
有
者
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

（
8
）　
「
佛
鬼
軍
絵
詞
」（『
國
華
』
一
一
九
、
一
八
九
九
年
）。

（
9
）　

白
畑
よ
し
「
仏
鬼
軍
絵
巻
に
就
い
て
」（『
大
和
文
化
研
究
』
九
│

四
、
一
九
六
四
年
）、
真
保
亨

（
解
説
）「
仏
鬼
軍
絵
」（『
角
川
絵
巻
物
総
覧
』
角
川
書
店
、
一
九
九
五
年
）。
十
念
寺
本
の
影
印
は
、

奥
平
英
雄
編
『
御
伽
草
子
絵
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
）
を
参
照
。
同
書
に
は
、
白
畑
よ

し
氏
に
よ
る
解
題
、
松
本
隆
信
氏
に
よ
る
詞
書
翻
刻
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　京
大
文
研
本

　
　
　
　
　
　
　早
大
本
原
本

　
　
　
　
　
　
　早
大
本

　
　
　
　
　
　
　京
大
文
研
本

共
通
祖
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　神
宮
文
庫
模
夲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　元
禄
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　文
政
版

　
　
　
　
　
　
　十
念
寺
本

　
　
　
　？

　
　
　
　
　書
陵
部
本

　
　
　
　天
保
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
博
模
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　京
大
美
学
模
本

※

現
存
し
な
い
伝
本
に
つ
い
て
は
灰
色
で
示
し
た
。
破
線
は
仮
定
を
表
す
。
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（
10
）　

京
都
大
学
付
属
図
書
館
編
・
発
行
『
お
伽
草
子
│
物
語
の
玉
手
箱
│
』（
一
九
九
九
年
）
の
目

録
で
は
、
明
治
期
以
降
の
制
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）　

本
井
氏
は
、
書
陵
部
本
奥
書
の
記
述
と
、
十
念
寺
蔵
「
一
休
像
」（
一
幅
、
紙
本
淡
彩
）
と
の

検
討
を
通
じ
て
、
こ
の
「
一
休
像
」
が
『
仏
鬼
軍
』
一
休
制
作
説
に
信
憑
性
を
も
た
せ
る
た
め
に
、

後
世
に
作
為
的
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
飯
塚
氏
は
、
前
掲
註（
2
）著

書
に
お
い
て
、
一
休
制
作
説
の
伝
承
を
、「『
一
休
咄
』
刊
行
以
後
、
よ
り
一
層
高
ま
っ
た
一
休
の

人
気
に
便
乗
し
た
も
の
」
と
し
て
い
る
。

（
12
）　

前
掲
註（
3
）論
文
に
加
え
、
翌
年
刊
行
の
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
京
都

大
学
蔵
む
ろ
ま
ち
も
の
が
た
り
』（
第
二
巻
、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
に
は
、
京
大
文
研
本

の
影
印
と
、
本
井
氏
に
よ
る
翻
刻
と
解
題
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
同
氏
の
論
考
で
は
、
京
大

印
哲
本
と
の
名
称
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
、
本
作
は
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
京
大
文
研
本
と
し
て
名
称
を
統
一
し
た
。

（
13
）　

諸
本
の
本
文
引
用
に
際
し
て
は
、
私
に
句
読
点
を
補
っ
た
。
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﹇
表
﹈

十
念
寺
本

早
大
本

京
大
文
研
本

欠

上
第一段詞

阿
弥
陀
如
来
と
文
殊
菩
薩

に
よ
る
地
獄
の
平
定
に
関

す
る
評
定

大
日
如
来
の
勅
定

第一段

異
同
な
し

欠

上
第一段絵

絵

「
此
間
ニ
阿
弥
陀
并

諸
菩

薩
等
ノ
画
ア
リ
」

欠

上
第二段詞

炎
魔
王
の
綸
言
と
阿
防
羅

刹
の
進
言

地
獄
側
の
戦
の
準
備

三
途
の
川
か
ら
地
獄
に
至

る
ま
で
の
様
相

第二段

異
同
な
し

第一段絵

絵

上
第二段絵

絵

「
此
間
ニ
炎
魔
王
宮
并

地

獄
ノ
画
ア
リ
」

第二段詞

西
方
か
ら
寄
せ
る
阿
弥
陀

如
来
の
軍
勢
（
二
十
五
菩

薩
、
地
蔵
菩
薩
）

下
第一段詞

※下
巻
第
四
段
前
半
部
が
混

入（
錯
簡
）

西
方
か
ら
寄
せ
る
阿
弥
陀

如
来
の
軍
勢
（
二
十
五
菩

薩
、
地
蔵
菩
薩
）

第三段

※第
六
段
前
半
部
が
混
入

（
錯
簡
）

西
方
か
ら
寄
せ
る
阿
弥
陀

如
来
の
軍
勢
（
二
十
五
菩

薩
、
地
蔵
菩
薩
）

第二段絵

絵

下
第一段絵

絵

「
此
ノ

間
ニ
仏
菩
薩
出
陣

ノ
所
ノ
画
ア
リ
」

第三段詞

東
方
か
ら
寄
せ
る
薬
師
如

来
の
軍
勢
（
日
光
・
月
光

菩
薩
、
十
二
神
将
ら
）

下
第二段詞

異
同
な
し

第四段

異
同
な
し

第三段絵

絵

下
第二段絵

絵

「
此
間
ニ
薬
師
如
来
并

十

二
神
将
等
ノ

出
陣
ノ

画
ア
リ
」

十
念
寺
本

早
大
本

京
大
文
研
本

第四段詞

北
方
か
ら
寄
せ
る
釈
迦
如

来
の
軍
勢
（
普
賢
・
文
殊

菩
薩
ら
）

南
方
か
ら
寄
せ
る
宝
生
如

来
の
軍
勢

四
方
か
ら
寄
せ
る
仏
菩
薩

の
軍
勢
と
獄
卒
ら
の
攻
防

下
第三段詞

北
方
か
ら
寄
せ
る
釈
迦
如

来
の
軍
勢
（
普
賢
・
文
殊

菩
薩
ら
）

南
方
か
ら
寄
せ
る
宝
生
如

来
の
軍
勢

四
方
か
ら
寄
せ
る
仏
菩
薩

の
軍
勢
と
獄
卒
ら
の
攻
防

第五段

北
方
か
ら
寄
せ
る
釈
迦
如

来
の
軍
勢
（
普
賢
・
文
殊

菩
薩
ら
）

南
方
か
ら
寄
せ
る
宝
生
如

来
の
軍
勢

四
方
か
ら
寄
せ
る
仏
菩
薩

の
軍
勢
と
獄
卒
ら
の
攻
防

大
日
如
来
の
指
示
に
よ
る

加
勢

浄
土
と
化
す
地
獄

結
び
前
半

結
び
後
半

回
向
文

第四段絵

絵

下
第三段絵

絵

「
此
間
ニ
釈
迦
ヲ
大
将
ト

シ
テ
諸
菩
薩
ト
地
獄
ト
合

戦
ノ
画
ア
リ
」

（和歌）

「
三
千
の
ま
た
ら
女
を
引

つ
れ
て
人
は
浄
土
に
ま
い

る
そ
と
し
れ
」

「
法
華
経
の
妙
の
一
字
の

力
に
て
人
も
仏
も
浄
土
に

そ
す
む
」

（和歌）

「
三
千
ノ
マ
タ
ラ
女
ヲ
引

キ
連
レ

テ
人
ハ
浄
土
ニ
マ

イ
ル
ゾ
ト
知
レ
」

「
法
華
経
ノ
妙
ノ
一
字
ノ

力
ラ

ニ
テ
人
モ
仏
モ
浄
土

ニ
ソ
棲
ム
」

第
四
段
後
半
部
に

下
第四段詞

※大
日
如
来
の
指
示
に
よ
る

加
勢

浄
土
と
化
す
地
獄

結
び
前
半

結
び
後
半

回
向
文

奥
書

第六段

※大
日
如
来
の
指
示
に
よ
る

加
勢

浄
土
と
化
す
地
獄

結
び
前
半

結
び
後
半

回
向
文

奥
書
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Bukki-gun emaki owned by Waseda University Library:  
Reprint and bibliographical notes

Maho OSAWA

　Bukki-gun emaki (Tale of the Buddhas’ Great War on Hell), owned by Waseda University Library (Sōdai-bon), 
is a copied handscroll of the Edo period (ink on paper, two volumes). It depicts the story of the battle of the Bod-
hisattvas against the Demons in hell, called Otogi Zōshi established in the Muromachi period. Owned by Jyunenji 
Temple (Jyunenji-bon), the handscroll was widely known as an example of the same subject, and printed books 
based on this were circulated in the Edo period. Sōdai-bon has the first half of the story, which is missing from the 
existing books based on Jyunenji-bon. In addition, its composition and style of painting are very different from 
the aforementioned. Here, the entire text of Sōdai-bon is printed for the purpose of making it available to the pub-
lic as a resource. Furthermore, the position of this work is confirmed through a comparison of the text with other 
extant books.

Abstract


