
に

が
ひ
ゃ
く
ど
う
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〜
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〜
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み
仏
の
教
え
（
経
）
を
、
子
や
孫
に
、
永
代
に
伝
え
て
い
く
〈
永

代
経
法
要
〉で
す
。
報
恩
講
・
降
誕
会
と
並
ぶ
三
大
法
要
の
一
つ
で
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
も
落
ち
着
い
て
い
る
現
在
、
法
座
の
時
間
を
二
時
間
に

戻
し
ま
す
。

　
ご
都
合
を
つ
け
て
ど
う
ぞ
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。

永
代
経
法
要

　

大
切
な
人
を
思
い
出
す
ご
命
日
︒

朝
の
お
仏
壇
へ
の
お
礼
が
︑
少
し
味

わ
い
深
い
も
の
に
な
り
ま
す
︒

　

水
木
し
げ
る
さ
ん
は
︑
1
9
2
2

年
︑
大
阪
府
生
ま
れ
︒
鳥
取
県
境
港

で
育
ち
ま
す
︒
太
平
洋
戦
争
で
激
戦

地
ラ
バ
ウ
ル
に
出
征
し
︑
左
腕
を
失
っ
て
復
員
︒
紙
芝
居
画
家

を
経
て
マ
ン
ガ
家
と
な
り
ま
す
︒
代
表
作
に
﹃
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太

郎
﹄﹃
河
童
の
三
平
﹄﹃
悪
魔
く
ん
﹄
な
ど
︒
1
9
9
1
年
紫
綬

褒
章
︑
2
0
0
3
年
旭
日
小
綬
章
受
章
︑
2
0
1
0
年
に
は
文

化
功
労
者
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
︒
今
年
7
回
忌
で
す
︒

　

晩
年
︑
東
京
の
覚
証
寺
︵
浄
土
真
宗
︶
の
ご
門
徒
と
な
り
︑

同
寺
に
は
水
木
さ
ん
作
﹁

に
が
ひ
ゃ
く
ど
う

二
河
白
道
﹂
の
絵
が
あ
り
ま
す
︒﹁
二

河
白
道
﹂
は
浄
土
往

生
を
願
う
私
た
ち

が
︑
信
心
を
得
て
浄

土
に
往
生
す
る
ま
で

を
譬
喩
に
よ
っ
て
表

し
た
も
の
で
す
︒
ご

興
味
の
あ
る
方
は
お

た
ず
ね
く
だ
さ
い
︒

ご
命
日
：
あ
の
人
に
会
い
た
い

ご
命
日
：
あ
の
人
に
会
い
た
い

第
四
回
：
水
木
し
げ
る
（
マ
ン
ガ
家
、
命
日
・
11
月
30
日
）

・
今
回
、
両
日
と
も
お
昼
か
ら
で
す
。

・「
飲
み
物
」
と
「
マ
ス
ク
」
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

・
検
温
を
し
て
お
こ
し
く
だ
さ
い
。

・
本
堂
の
席
が
一
杯
で
も
、
庫
裏
で
ス
ク
リ
ー
ン

に
て
お
聴
聞
が
で
き
ま
す
。

プ
ル
ト
ッ
プ
を

回
収
し
ま
す

ご
協
力
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
参
拝
セ
ッ
ト
（
念
珠
・
聖
典
・
式
章
・
聴
聞
カ
ー
ド
）

　
ど
う
ぞ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

二河白道

元々の二河白道図

※

初
め
て
ご
出
教
賜
り
ま
す
。
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わ
が
子
よ

　

東
京
都

お
う
め

青
梅
市
に
あ
る

よ
し
か
わ
え
い
じ

吉
川
英
治
記
念
館
に
、
た
く
さ
ん
の
遺
品
と
共
に
英

治
氏
自
筆
の
次
の
歌
が
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　

や
よ
わ
が
子
　

な
れ汝
は
い
ず
ち
の
旅
を
へ
て

　
　
わ
れ
を
父
と
は
生
ま
れ
来
ま
せ
り

　

わ
が
子
に
呼
び
か
け
た
こ
の
歌
か
ら
、
親
と
子
と
い
う
最
も
骨
肉
の
密
着
し

た
人
間
の
間
柄
を
見
透
し
て
い
る
、
深
い
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

は
た
し
て
こ
の
歌
に
は
、
二
行
ほ
ど
の
前
書
き
が
つ
い
て
お
り
ま
し
て
、

　
　

仏
法
に
、

ぶ
も
み
し
ょ
う
ぜ
ん

父
母
未
生
前
の
命
の
不
思
議
を
説
け
り

と
あ
り
、
続
い
て
、

　
　

か

や

こ

香
屋
子
　
わ
が
家
に
生
ま
れ
け
る
日
に

と
読
め
ま
す
。

　
〝
ぶ
も
み
し
ょ
う
ぜ
ん

父
母
未
生
前
の
命
〞と
は
親
に
産
み
落

と
さ
れ
る
以
前
の

し
ょ
う
じ
ょ
う
る
て
ん

生
々
流
転
の
い
の
ち

で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
吉
川
英
治
氏
は
、

仏
教
に
つ
ち
か
わ
れ
た
深
い
ま
な
ざ
し

で
、
わ
が
子
香
屋
子
と
の
出
会
い
を
見
つ

め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

年
譜
を
み
る
と
、「
昭
和
二
十
五
年
、

次
女
香
屋
子
誕
生
。
こ
の
年
、
新
平
家
物

語
に
着
手
。
英
治
五
十
九
歳
」
と
あ
り
ま

す
。
す
で
に
小
説
『
親
鸞
』
を
書
き
、
続

い
て
『
宮
本
武
蔵
』『
し
ん
し
ょ
た
い
こ
う
き

新
書
太
閤
記
』
な

ど
を
世
に
出
し
、
次
の
大
作
に
着
手
さ
れ

た
年
で
、
父
と
な
る
年
齢
と
し
て
は
遅
い

方
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
わ
が

子
を
見
つ
め
る
目
の
深
さ
は
、
さ
す
が
と

い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　

生
ま
れ
来
ま
せ
り

　

今
日
、
親
子
断
絶
が
し
き
り
に
取
り
沙
汰
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
親
子
の
関
係

は
一
親
等
と
い
う
最
も
近
い
血
縁
で
あ
り
、
愛
情
が
も
つ
れ
た
と
き
の
傷
は
、
両

者
の
き
ず
な
が
近
い
ほ
ど
深
刻
で
あ
り
ま
す
。

　

か
つ
て
は
「
子
は
授
か
り
も
の
」
と
い
わ
れ
、
天
か
ら
あ
る
い
は
仏
さ
ま
か
ら

授
か
っ
た
子
だ
か
ら
、
一
人
前
に
育
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
世
に
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
い
ま
や
わ
が
子
は
「
所
有
物
」
で
あ
り
ま
す
。

親
の
都
合
で
計
画
的
に
生
ん
だ
り
、
生
ま
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
こ

し
ら
え
物
」
で
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
あ
る
時
期
が
来
て
、
そ
の
所
有
物
が
独
立
し
よ
う
と
反
抗
を
始
め
る

と
、
所
有
者
は
あ
わ
て
ふ
た
め
き
ま
す
。
し
ょ
う
ち
ゅ
う

掌
中
の
宝
物
が
自
分
で
逃
げ
出
す
の
で

す
か
ら
、
親
は
悔
し
が
っ
て
感
情
を
ぶ
つ
け
る
。「
だ
れ
の
お
蔭
で
大
き
く
な
っ
た

と
思
っ
て
」
と
、
言
っ
て
は
な
ら
ぬ
言
葉
を
投
げ
つ
け
る
。
一
方
、
子
ど
も
の

方
は
親
か
ら
恩
に
着
せ
ら
れ
た
こ
と
に
腹
を
立
て
、
腕
力
を
ぶ
つ
け
る
。
そ
こ

で
所
有
物
は
一
転
し
て
「
邪
魔
物
」
と
な
り
、
こ
う
し
て
家
庭
内
暴
力
と
家
出

は
増
え
て
い
き
ま
す
。

　

さ
て
吉
川
英
治
さ
ん
の
歌
に
戻
り
ま
す
が
、
こ
の
歌
の
、「
わ
れ
を
父
と
は
」

の
句
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
言
葉
に
は
、
単
に
血
肉
を
分
け
た
だ
け
の
わ

が
子
で
な
い
、
も
ち
ろ
ん
所
有
物
や
従
属
物
で
は
な
い
、「
い
ず
ち
の
旅
を
へ
て
」

か
、
め
で
た
く
人
間
の
世
に
生
ま
れ
出
て
く
れ
た
い
の
ち
に
対
す
る
、
畏
敬
の

念
が
こ
め
ら
れ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

　

仏
教
か
ら
言
え
ば
、
親
は
子
の
出
生
の
因
、
つ
ま
り
原
因
で
は
な
く
、
独
生

独
来
の
そ
の
子
が
生
ま
れ
出
づ
る
縁
、
ご
縁

で
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
こ
の
歌
の
結
び
は
、「
生
ま
れ

来
ま
せ
り
」
と
、
敬
語
で
終
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
わ
が
子
は
「
や
よ
」
と
呼
び

か
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、〝
か
わ
い
い
や
つ
〞

で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
方
ま
た〝
と
う
と尊
い
存
在
〞

な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
人
間
に
生
ま
れ
出
た

こ
の
た
び
、
尊
い
み
仏
に
な
る
べ
き
身
だ
か

ら
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

敵
に
も
敬
語

　

テ
レ
ビ
の
大
河
ド
ラ
マ
に
登
場
す
る
武
士
た
ち
が
、
戦
っ
て
い
る
相
手
に
敬

称
を
つ
け
て
呼
ん
で
い
る
の
に
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
か
。
源
氏
と
平
家
は
互
い

に
相
手
に
「
し
ょ
う
こ
く

相
国
殿
（
た
い
ら
の
き
よ
も
り

平
清
盛
）」「
鎌
倉
殿
（
み
な
も
と
の
よ
り
と
も

源
頼
朝
）」「
は
ん
が
ん

判
官
殿
（
み
な
も
と
の
よ
し
つ
ね

源
義
経
）」

と
呼
び
合
い
、
あ
こ
う
赤
穂
の
浪
士
た
ち
は
「
き  

ら
吉
良
殿
」
と
い
い
、
家
康
は
「
み
か
わ
三
河
殿
」

と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
政
敵
に
対
し
て
す
ぐ
に「
だ
れ
そ
れ
に
死
を
！
」と
シ
ュ

プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
（
※
1
）
す
る
、
似
顔
を
描
い
て
踏
み
に
じ
る
心
情
と
は
全
く

異
な
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
人
の
こ
の
同
朋
に
対
す
る
、
そ
し
て
あ
る
い
は
敵

方
に
対
す
る
敬
愛
の
念
は
、
仏
教
が
長
い
間
か
か
っ
て
つ
ち
か培
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

少
し
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
法
律
に
よ
っ
て
人
の
命
を
奪
う〝
死
刑
〞の
廃
止
さ

れ
た
国
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
の
ト
ス
カ
ナ
で
お
よ
そ
二
百
年
前
の

一
七
八
六
年
に
廃
止
さ
れ
た
の
が
最
初
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
実
は
日
本
の

方
が
ず
っ
と
早
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
ょ
う
む

聖
武
天
皇
―
―
あ
の
奈
良
の
大
仏
を
建
立
さ

れ
た
天
皇
で
あ
り
ま
す
が
―
―
の
代
、
西
暦
で
は
七
二
四
年
と
い
う
年
に
、
一
時
的

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
死
刑
廃
止
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
に

な
る
と
、
さ  

が
嵯
峨
天
皇
は
せ
ん
じ
宣
旨
を
も
っ
て
法
律
を
改
め
、
以
後
、
ほ
う
げ
ん

保
元
の
乱
で
源

た
め
よ
し

為
義
が
処
刑
さ
れ
る
ま
で
、
実
に
三
百
四
十
七
年
間
、
日
本
で
は
死
刑
が
な
か
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
吉
川
英
治
さ
ん
の
歌
に
戻
り
ま
す
が
、「
な
れ汝
は
い
ず
ち
の
旅
を
へ
て
」
と
い

う
言
葉
か
ら
私
は
、『
た
ん
に
し
ょ
う

歎
異
抄
』
の
、

い
っ
さ
い

一
切
の

う
じ
ょ
う

有
情
は
み
な
も
て

せ
せ
し
ょ
う
じ
ょ
う

世
々
生
々
の

ぶ  

も

父
母
兄
弟
な
り
。
い
ず
れ
も
い
ず

れ
も
、
こ
の

じ
ゅ
ん
じ
し
ょ
う

順
次
生
に
仏
に
な
り
て
た
す
け

そ
う
ら候
ふ
べ
き
な
り
（
※
2
）。

と
い
う
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
吉
川
さ
ん
も
こ
の
歌
を
つ

く
る
と
き
、
こ
の
『
歎
異
抄
』
第
五
条
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
う
の
は
、
同
じ
吉
川
英
治
記
念
館
に
、
次
の
俳
句
を
見
い
だ
し
た
か
ら
で
あ

り
ま
す
。

　
　

歎
異
抄
　
旅
に
持
ち
来
て
虫
の
声
　
　
英
治

（
つ
づ
く
）

※
1
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
：
集
会
等
の
場
で
、
声
を
揃
え
て
同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
大
声
で
何

度
も
繰
り
返
す
こ
と
。
旗
や
プ
ラ
カ
ー
ド
、
横
断
幕
を
と
も
な
っ
て
行
う
事
が
多
い
。

※
2
現
代
語
訳
す
る
と
、「
命
あ
る
も
の
は
す
べ
て
み
な
、
こ
れ
ま
で
何
度
と
な
く
生
ま
れ

変
わ
り
死
に
か
わ
り
し
て
き
た
中
で
、
父
母
で
あ
り
兄
弟
・
姉
妹
で
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
世
の
命
を
終
え
、
浄
土
に
往
生
し
て
た
だ
ち
に
仏
と
な
り
、
ど
の
人
を
も
み
な

救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。」

こ
こ
ろ
の
目
︵
前
半
︶

如
来
・
人
・
言
葉
124

福
間
欣
嗣

き
ん
じ
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わ
が
子
よ

　

東
京
都

お
う
め

青
梅
市
に
あ
る

よ
し
か
わ
え
い
じ

吉
川
英
治
記
念
館
に
、
た
く
さ
ん
の
遺
品
と
共
に
英

治
氏
自
筆
の
次
の
歌
が
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　

や
よ
わ
が
子
　

な
れ汝
は
い
ず
ち
の
旅
を
へ
て

　
　
わ
れ
を
父
と
は
生
ま
れ
来
ま
せ
り

　

わ
が
子
に
呼
び
か
け
た
こ
の
歌
か
ら
、
親
と
子
と
い
う
最
も
骨
肉
の
密
着
し

た
人
間
の
間
柄
を
見
透
し
て
い
る
、
深
い
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

は
た
し
て
こ
の
歌
に
は
、
二
行
ほ
ど
の
前
書
き
が
つ
い
て
お
り
ま
し
て
、

　
　

仏
法
に
、

ぶ
も
み
し
ょ
う
ぜ
ん

父
母
未
生
前
の
命
の
不
思
議
を
説
け
り

と
あ
り
、
続
い
て
、

　
　

か

や

こ

香
屋
子
　
わ
が
家
に
生
ま
れ
け
る
日
に

と
読
め
ま
す
。

　
〝
ぶ
も
み
し
ょ
う
ぜ
ん

父
母
未
生
前
の
命
〞と
は
親
に
産
み
落

と
さ
れ
る
以
前
の

し
ょ
う
じ
ょ
う
る
て
ん

生
々
流
転
の
い
の
ち

で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
吉
川
英
治
氏
は
、

仏
教
に
つ
ち
か
わ
れ
た
深
い
ま
な
ざ
し

で
、
わ
が
子
香
屋
子
と
の
出
会
い
を
見
つ

め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

年
譜
を
み
る
と
、「
昭
和
二
十
五
年
、

次
女
香
屋
子
誕
生
。
こ
の
年
、
新
平
家
物

語
に
着
手
。
英
治
五
十
九
歳
」
と
あ
り
ま

す
。
す
で
に
小
説
『
親
鸞
』
を
書
き
、
続

い
て
『
宮
本
武
蔵
』『
し
ん
し
ょ
た
い
こ
う
き

新
書
太
閤
記
』
な

ど
を
世
に
出
し
、
次
の
大
作
に
着
手
さ
れ

た
年
で
、
父
と
な
る
年
齢
と
し
て
は
遅
い

方
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
わ
が

子
を
見
つ
め
る
目
の
深
さ
は
、
さ
す
が
と

い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　

生
ま
れ
来
ま
せ
り

　

今
日
、
親
子
断
絶
が
し
き
り
に
取
り
沙
汰
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
親
子
の
関
係

は
一
親
等
と
い
う
最
も
近
い
血
縁
で
あ
り
、
愛
情
が
も
つ
れ
た
と
き
の
傷
は
、
両

者
の
き
ず
な
が
近
い
ほ
ど
深
刻
で
あ
り
ま
す
。

　

か
つ
て
は
「
子
は
授
か
り
も
の
」
と
い
わ
れ
、
天
か
ら
あ
る
い
は
仏
さ
ま
か
ら

授
か
っ
た
子
だ
か
ら
、
一
人
前
に
育
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
世
に
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
い
ま
や
わ
が
子
は
「
所
有
物
」
で
あ
り
ま
す
。

親
の
都
合
で
計
画
的
に
生
ん
だ
り
、
生
ま
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
こ

し
ら
え
物
」
で
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
あ
る
時
期
が
来
て
、
そ
の
所
有
物
が
独
立
し
よ
う
と
反
抗
を
始
め
る

と
、
所
有
者
は
あ
わ
て
ふ
た
め
き
ま
す
。
し
ょ
う
ち
ゅ
う

掌
中
の
宝
物
が
自
分
で
逃
げ
出
す
の
で

す
か
ら
、
親
は
悔
し
が
っ
て
感
情
を
ぶ
つ
け
る
。「
だ
れ
の
お
蔭
で
大
き
く
な
っ
た

と
思
っ
て
」
と
、
言
っ
て
は
な
ら
ぬ
言
葉
を
投
げ
つ
け
る
。
一
方
、
子
ど
も
の

方
は
親
か
ら
恩
に
着
せ
ら
れ
た
こ
と
に
腹
を
立
て
、
腕
力
を
ぶ
つ
け
る
。
そ
こ

で
所
有
物
は
一
転
し
て
「
邪
魔
物
」
と
な
り
、
こ
う
し
て
家
庭
内
暴
力
と
家
出

は
増
え
て
い
き
ま
す
。

　

さ
て
吉
川
英
治
さ
ん
の
歌
に
戻
り
ま
す
が
、
こ
の
歌
の
、「
わ
れ
を
父
と
は
」

の
句
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
言
葉
に
は
、
単
に
血
肉
を
分
け
た
だ
け
の
わ

が
子
で
な
い
、
も
ち
ろ
ん
所
有
物
や
従
属
物
で
は
な
い
、「
い
ず
ち
の
旅
を
へ
て
」

か
、
め
で
た
く
人
間
の
世
に
生
ま
れ
出
て
く
れ
た
い
の
ち
に
対
す
る
、
畏
敬
の

念
が
こ
め
ら
れ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

　

仏
教
か
ら
言
え
ば
、
親
は
子
の
出
生
の
因
、
つ
ま
り
原
因
で
は
な
く
、
独
生

独
来
の
そ
の
子
が
生
ま
れ
出
づ
る
縁
、
ご
縁

で
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
こ
の
歌
の
結
び
は
、「
生
ま
れ

来
ま
せ
り
」
と
、
敬
語
で
終
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
わ
が
子
は
「
や
よ
」
と
呼
び

か
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、〝
か
わ
い
い
や
つ
〞

で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
方
ま
た〝
と
う
と尊
い
存
在
〞

な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
人
間
に
生
ま
れ
出
た

こ
の
た
び
、
尊
い
み
仏
に
な
る
べ
き
身
だ
か

ら
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

敵
に
も
敬
語

　

テ
レ
ビ
の
大
河
ド
ラ
マ
に
登
場
す
る
武
士
た
ち
が
、
戦
っ
て
い
る
相
手
に
敬

称
を
つ
け
て
呼
ん
で
い
る
の
に
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
か
。
源
氏
と
平
家
は
互
い

に
相
手
に
「
し
ょ
う
こ
く

相
国
殿
（
た
い
ら
の
き
よ
も
り

平
清
盛
）」「
鎌
倉
殿
（
み
な
も
と
の
よ
り
と
も

源
頼
朝
）」「
は
ん
が
ん

判
官
殿
（
み
な
も
と
の
よ
し
つ
ね

源
義
経
）」

と
呼
び
合
い
、
あ
こ
う
赤
穂
の
浪
士
た
ち
は
「
き  

ら
吉
良
殿
」
と
い
い
、
家
康
は
「
み
か
わ
三
河
殿
」

と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
政
敵
に
対
し
て
す
ぐ
に「
だ
れ
そ
れ
に
死
を
！
」と
シ
ュ

プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
（
※
1
）
す
る
、
似
顔
を
描
い
て
踏
み
に
じ
る
心
情
と
は
全
く

異
な
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
人
の
こ
の
同
朋
に
対
す
る
、
そ
し
て
あ
る
い
は
敵

方
に
対
す
る
敬
愛
の
念
は
、
仏
教
が
長
い
間
か
か
っ
て
つ
ち
か培
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

少
し
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
法
律
に
よ
っ
て
人
の
命
を
奪
う〝
死
刑
〞の
廃
止
さ

れ
た
国
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
の
ト
ス
カ
ナ
で
お
よ
そ
二
百
年
前
の

一
七
八
六
年
に
廃
止
さ
れ
た
の
が
最
初
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
実
は
日
本
の

方
が
ず
っ
と
早
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
ょ
う
む

聖
武
天
皇
―
―
あ
の
奈
良
の
大
仏
を
建
立
さ

れ
た
天
皇
で
あ
り
ま
す
が
―
―
の
代
、
西
暦
で
は
七
二
四
年
と
い
う
年
に
、
一
時
的

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
死
刑
廃
止
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
に

な
る
と
、
さ  

が
嵯
峨
天
皇
は
せ
ん
じ
宣
旨
を
も
っ
て
法
律
を
改
め
、
以
後
、
ほ
う
げ
ん

保
元
の
乱
で
源

た
め
よ
し

為
義
が
処
刑
さ
れ
る
ま
で
、
実
に
三
百
四
十
七
年
間
、
日
本
で
は
死
刑
が
な
か
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
吉
川
英
治
さ
ん
の
歌
に
戻
り
ま
す
が
、「
な
れ汝
は
い
ず
ち
の
旅
を
へ
て
」
と
い

う
言
葉
か
ら
私
は
、『
た
ん
に
し
ょ
う

歎
異
抄
』
の
、

い
っ
さ
い

一
切
の

う
じ
ょ
う

有
情
は
み
な
も
て

せ
せ
し
ょ
う
じ
ょ
う

世
々
生
々
の

ぶ  

も

父
母
兄
弟
な
り
。
い
ず
れ
も
い
ず

れ
も
、
こ
の

じ
ゅ
ん
じ
し
ょ
う

順
次
生
に
仏
に
な
り
て
た
す
け

そ
う
ら候
ふ
べ
き
な
り
（
※
2
）。

と
い
う
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
吉
川
さ
ん
も
こ
の
歌
を
つ

く
る
と
き
、
こ
の
『
歎
異
抄
』
第
五
条
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
う
の
は
、
同
じ
吉
川
英
治
記
念
館
に
、
次
の
俳
句
を
見
い
だ
し
た
か
ら
で
あ

り
ま
す
。

　
　

歎
異
抄
　
旅
に
持
ち
来
て
虫
の
声
　
　
英
治

（
つ
づ
く
）

※
1
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
：
集
会
等
の
場
で
、
声
を
揃
え
て
同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
大
声
で
何

度
も
繰
り
返
す
こ
と
。
旗
や
プ
ラ
カ
ー
ド
、
横
断
幕
を
と
も
な
っ
て
行
う
事
が
多
い
。

※
2
現
代
語
訳
す
る
と
、「
命
あ
る
も
の
は
す
べ
て
み
な
、
こ
れ
ま
で
何
度
と
な
く
生
ま
れ

変
わ
り
死
に
か
わ
り
し
て
き
た
中
で
、
父
母
で
あ
り
兄
弟
・
姉
妹
で
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
世
の
命
を
終
え
、
浄
土
に
往
生
し
て
た
だ
ち
に
仏
と
な
り
、
ど
の
人
を
も
み
な

救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。」

こ
こ
ろ
の
目
︵
前
半
︶

如
来
・
人
・
言
葉
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