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上じ
ょ
う

品ぼ
ん

の
懺さ

ん

悔げ

と
は
、
身
の
毛も

う

孔く

の
う
ち
よ
り
血
を
流
し
、

眼ま
な
こ

の
う
ち
よ
り
血
出い

だ

す
を
ば

上
品
の
懺
悔
と
名
づ
く
。（
中

略
）
流る

涙る
い

・
流る

血け
つ

等
に
あ
た

は
ず
と
い
へ
ど
も
、
た
だ
よ

く
真し

ん

心し
ん

徹て
っ

到と
う

す
る
も
の
は
、

す
な
は
ち
上か

み

と
同
じ
。

�

（
善ぜ

ん

導ど
う

『
往お

う

生じ
ょ
う

礼ら
い

讃さ
ん

』）

や
ば
い
エ
ッ
セ
イ

　

む
か
し
む
か
し
、「
や
ば

い
」
と
い
う
言
葉
に
は
肯
定

的
な
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
若
い
人
に
は
実
感
が

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
や
ば

い
」
の
項
に
は
今
で
も
「
危

険
や
不
都
合
が
予
測
さ
れ
る

さ
ま
で
あ
る
。
危
な
い
」
と

い
う
意
味
だ
け
が
出
て
い
ま

す
。
伝
統
的
に
は
こ
の
意
味

に
限
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ

が
現
在
で
は
「
こ
れ
う
ち
の

犬
の
写
真
」「
え
、
や
ば
い
」

と
い
う
会
話
が
聞
こ
え
て
き

て
も
、
牙
を
む
い
て
い
る
猛

犬
で
は
な
く
可
愛
い
犬
の
写

真
を
見
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う

と
普
通
に
予
想
で
き
る
ほ

ど
、
肯
定
的
な
使
わ
れ
方
も

お
な
じ
み
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
「
や
ば
い
」
が
浄

土
真
宗
の
お
話
で
使
わ
れ
て

い
る
の
を
見
た
の
は
十
年
ほ

ど
前
の
こ
と
。
シ
ン
ガ
ー
ソ

ン
グ
ラ
イ
タ
ー
で
浄
土
真
宗

僧
侶
の
二
階
堂
和
美
さ
ん
の

「
歌
は
わ
た
し
の
な
ん
ま
ん

だ
ぶ
つ
」
と
題
さ
れ
た
エ
ッ

セ
イ
の
一
節
で
し
た
。

日
々
の
暮
ら
し
に
忙
し
い

私
た
ち
は
、「
な
ん
ま
ん

だ
ぶ
つ
」
と
念
仏
を
称
え

る
ぐ
ら
い
し
か
で
き
な

い
。
そ
れ
さ
え
怠
け
る
。

あ
る
い
は
背
く
。
そ
れ
で

も
仏
の
慈
悲
の
光
は
、
生

き
と
し
生
け
る
命
み
ん
な

に
等
し
く
降
り
注
い
で
く

だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
、

と
聞
か
せ
て
も
ら
う
と
、

私
な
ん
か
、
感
覚
的
に

ビ
ュ
ー
ン
と
涙
が
で
る
ほ

ど
嬉
し
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。
ば
か
み
た
い
で

す
が
。「
私
ば
か
だ
な
～
」

と
い
う
の
が
浄
土
教
の
教

え
な
の
か
な
と
も
思
っ
て

い
る
。
こ
ん
な
解
説
の
仕

方
を
し
て
い
た
ら
偉
い
お

坊
さ
ん
に
怒
ら
れ
そ
う
で

す
。（
中
略
）
私
た
ち
は

い
く
ら
修
行
を
積
ん
だ
と

こ
ろ
で
、
煩
悩
を
捨
て
る

こ
と
は
で
き
な
い
、
煩
悩

だ
ら
け
の
私
た
ち
を
そ
の

ま
ま
、
舟
に
乗
っ
け
て
浄

土
に
連
れ
て
行
っ
て
く
だ

さ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の

で
す
。
や
ば
く
な
い
で
す

か
、
優
し
す
ぎ
て
。
逆
に

こ
れ
を
疑
わ
ず
に
乗
る
ほ

う
が
難
し
い
。

（ 

二
階
堂
和
美『
し
ゃ
べ
っ

た
り
　
書
い
た
り
』、
編

集
室
　
屋
上
、
八
四
～

八
五
頁
）

　

偉
く
な
い
お
坊
さ
ん
の
私

は
怒
る
ど
こ
ろ
か
、
い
や
ら

し
い
話
で
す
が
少
し
嫉
妬
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
浄
土
真

宗
の
教
え
の
い
ち
ば
ん
大
切

な
と
こ
ろ
を
、
こ
ん
な
に
易

し
く
温
か
く
リ
ズ
ミ
カ
ル
に

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
と
。
そ
し
て
、「
や
ば
く

な
い
で
す
か
」
の
絶
妙
さ
。

う
わ
あ
、
こ
ん
な
言
い
回
し

さ
れ
ち
ゃ
っ
た
ら
も
う
、
や

ら
れ
た
な
あ
と
、
乏
し
い
語

彙
で
唸
る
ば
か
り
で
し
た
。

で
も
考
え
て
み
れ
ば
あ
ち
ら

は
た
く
さ
ん
の
歌
を
作
っ
て

こ
ら
れ
た
プ
ロ
中
の
プ
ロ
。

感
性
や
言
葉
を
磨
く
努
力
も

し
て
い
な
い
者
に
は
う
ら
や

む
資
格
も
あ
り
ま
せ
ん
。
素

直
に
あ
り
が
た
く
味
わ
わ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
そ

ん
な
こ
と
を
思
っ
て
今
に

至
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
や
ば
い
」
と
「
難
し
い
」

　
「
や
ば
く
な
い
で
す
か
」

が
こ
れ
ほ
ど
響
い
た
の
は
、

そ
の
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
語
感

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
や

ば
い
」
と
い
う
言
葉
の
二
重

性
が
、
浄
土
真
宗
の
教
え
の

特
徴
に
実
に
よ
く
フ
ィ
ッ
ト

し
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
要

因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。

　

浄
土
真
宗
の
教
え
は
「
難

信
」、
つ
ま
り
信
じ
る
こ
と

が
難
し
い
教
え
と
表
現
さ
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
「
難

信
」
に
は
大
き
く
二
つ
の
意

味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

ひ
と
つ
は
、
文
字
通
り
、

信
じ
る
こ
と
が
難
し
い
と
い

う
意
味
。
こ
れ
は
、「
私
が
」

納
得
し
て
信
じ
る
と
か
、「
私

が
」
し
っ
か
り
と
確
信
す
る

と
い
う
よ
う
な
、
一
般
的
な

意
味
で
「
私
が
信
じ
る
」
こ

と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で

す
。「
こ
の
教
え
は
、
煩
悩

を
持
っ
た
ま
ま
で
、
煩
悩
を

完
全
に
離
れ
た
仏
に
な
れ
る

教
え
で
す
」
と
聞
い
て
も
、

私
の
納
得
や
確
信
を
求
め
る

の
で
あ
れ
ば
、「
そ
ん
な
わ

け
あ
る
か
。矛
盾
し
て
い
る
。

証
拠
も
な
い
」
と
い
う
よ
う

に
、
到
底
信
じ
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。そ
う
で
は
な
く
、

「
理
屈
は
い
い
か
ら
こ
の
阿

弥
陀
仏
に
ま
か
せ
な
さ
い
。

大
丈
夫
」
と
い
う
願
い
を
聞

い
て
、「
あ
っ
は
い
」
と
ま

か
せ
る
こ
と
が
、
浄
土
真
宗

の
信
な
の
で
す
。「
信
じ
る
」

と
い
う
よ
り
「
信
じ
さ
せ
ら

れ
る
」。
信
じ
る
努
力
な
ど

何
も
要
ら
な
い
教
え
で
あ
る

か
ら
、
私
の
側
か
ら
信
じ
よ

う
と
す
る
と
、
か
え
っ
て
難

信
に
な
る
の
で
す
。

　
「
難
信
」
の
も
う
ひ
と
つ

の
意
味
は
、
こ
の
教
え
が
き

わ
め
て
尊
い
こ
と
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
と
い
う
も
の
で

す
。
な
ぜ
き
わ
め
て
尊
い
の

か
と
い
え
ば
、
先
に
説
明
し

た
通
り
、「
信
じ
る
」
の
で

は
な
く「
信
じ
さ
せ
ら
れ
る
」

教
え
、
救
わ
れ
る
側
の
努
力

を
ま
っ
た
く
必
要
と
せ
ず
に

あ
ら
ゆ
る
者
を
平
等
に
救
う

す
ご
い
教
え
で
あ
る
か
ら
で

す
。

　

こ
の
こ
と
を
学
ん
だ
当

初
、「
難
」
に
肯
定
的
な
意

味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
感

覚
的
に
し
っ
く
り
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
結
論
あ
り
き
の
強

引
な
解
釈
な
の
で
は
な
い
か

と
も
思
い
ま
し
た
。で
す
が
、

阿
弥
陀
仏
の
救
い
が
「
や
ば

い
」と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を

見
て
、も
し
か
し
て
こ
う
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
っ
た
の
か
な

と
腑
に
落
ち
た
ん
で
す
ね
。

　

改
め
て
二
階
堂
さ
ん
の
文

章
を
読
ん
で
み
る
と
、「
や

ば
く
な
い
で
す
か
、
優
し
す

ぎ
て
。
逆
に
こ
れ
を
疑
わ
ず

に
乗
る
ほ
う
が
難
し
い
」と
、

実
は
し
っ
か
り
難
信
と
い
う

文
脈
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も

し
か
し
た
ら
「
難
信
」
と
同

様
の
二
重
性
を
持
つ
言
葉
で

あ
る
こ
と
ま
で
も
意
図
し
て

「
や
ば
い
」
を
使
用
さ
れ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
や
ば

い
で
す
。

こ
れ
よ
り
や
ば
い
こ
と
は
な
い

　

そ
ん
な
こ
と
を
踏
ま
え
つ

つ
、
親
鸞
聖
人
が
「
難
信
」

に
つ
い
て
詠
ん
だ
和
讃
を
味

わ
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

一い
ち

代だ
い

諸し
ょ

教き
ょ
う

の
信
よ
り
も

弘ぐ

願が
ん

の
信し

ん

楽ぎ
ょ
う

な
ほ
か
た
し

難な
ん

中ち
ゅ
う

之し

難な
ん

と
と
き
た
ま
ひ

無む

過か

此し

難な
ん

と
の
べ
た
ま
ふ

（
註
釈
版
聖
典
、五
六
八
頁
）

　
「
一
代
諸
教
」
と
い
う
の

は
、
釈
尊
が
一
生
の
間
に
説

か
れ
た
す
べ
て
の
教
え
（
浄

土
真
宗
を
除
く
）
の
こ
と
。

そ
し
て
「
弘
願
の
信
楽
」
と

い
う
の
は
、
煩
悩
だ
ら
け
の

私
を
そ
の
ま
ま
仏
に
し
て
く

れ
る
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
願

い
（
第
十
八
願
）
を
信
じ
る

こ
と
、
つ
ま
り
浄
土
真
宗
の

信
心
の
こ
と
で
す
。

（
現
代
語
訳
）

釈
尊
が
説
か
れ
た
す
べ
て

の
教
え
を
信
じ
る
よ
り

も
、
第
十
八
願
の
真
実
の

信
心
を
得
る
こ
と
は
な
お

難
し
い
。
こ
れ
は
も
っ
と

も
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
よ
り
難
し
い
こ
と
は

他
に
な
い
と
説
き
示
さ
れ

て
い
る
。

（ 『
浄
土
真
宗
聖
典
　
三
帖

和
讃
　
現
代
語
版
』、
四

三
頁
）

　

こ
の
「
難
し
い
」
を
、
思

い
き
っ
て
「
や
ば
い
」
に
置

換
し
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ

う
。
親
鸞
聖
人
が
こ
の
和
讃

に
こ
め
た
感
覚
を
、
時
代
を

超
え
て
共
有
す
る
こ
と
が
で

き
る
、か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。

　

浄
土
真
宗
で
は
親
鸞

聖
人
の
ご
恩
に
報
い
る

た
め
、
聖
人
の
命
日
を

中
心
に
報
恩
講
が
営
ま

れ
て
い
ま
す
。
本
学
園
で
も

毎
年
十
一
月
初
旬
の
土
曜
日

に
学
園
講
堂
で
勤
修
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
六
十
三
歳
の

こ
ろ
、
関
東
か
ら
妻
の
恵
信

公
や
子
ど
も
た
ち
と
共
に
京

都
に
戻
ら
れ
て
い
ま
す
。
帰

洛
後
は
、
主
著
『
教
行
信
証
』

を
は
じ
め
、
多
く
の
聖
教
を

執
筆
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

聖
人
は
弘
長
二
年
（
一
二
六

三
）（
旧
暦
で
は
十
一
月
二
十

八
日
、
新
暦
で
は
一
月
十
六

日
）
に
、三
条
富
小
路
に
あ
っ

た
聖
人
の
弟
尋
有
の
坊
舎（
善

法
坊
）
で
、
午
時
（
昼
の
十

二
時
頃
）
に
九
十
歳
で
往
生

さ
れ
ま
し
た
。

　

報
恩
講
と
い
う
名
称
が
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
第
三
代
覚
如
上
人
の
時

代
か
ら
で
す
。
永
仁
二
年（
一

二
九
四
）、
覚
如
上
人
は
二
十

五
歳
の
時
に
、
親
鸞
聖
人
の

三
十
三
回
忌
法
要
に
当
た
り
、

『
報
恩
講
私
記
（
式
）』
と
い

う
書
物
を
著
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
書
物
は
聖
人
の
遺
徳
を

讃
え
た
も
の
で
す
。『
報
恩
講

私
記
（
式
）』
が
著
さ
れ
て
以

降
、聖
人
の
御
正
忌
法
要
（
命

日
に
営
ま
れ
る
法
要
）
を
報

恩
講
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

浄
土
真
宗
の
各
派
で
は
聖

人
の
忌
日
ま
で
の
七
日
間
に
、

報
恩
講
が
営
ま
れ
ま
す
。
本

願
寺
派
で
は
、
新
暦
に
よ
っ

て
一
月
九
日
か
ら
十
六
日
ま

で
の
七
日
間
勤
め
ら
れ
ま
す
。

　

報
恩
講
は
地
域
に
よ
っ
て

は
、
本
願
寺
よ
り
も
早
く
勤

め
る
こ
と
か
ら
「
お
取
り
越

し
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

私
の
育
っ
た
地
域
に
も
、
本

願
寺
直
属
の
寺
院
（
別
院
）

が
あ
っ
て
、
毎
年
「
お
取
り

越
し
」
が
勤
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
門
前
に
は
沢
山
の
お

店
が
出
て
、
買
い
物
や
ゲ
ー

ム
を
楽
し
む
人
達
で
賑
わ
っ

て
い
ま
し
た
。	

（
普
）

澪 標

　
「
過
去
を
振
り
返
っ
て
、

『
あ
の
時
が
あ
っ
て
良
か
っ

た
。』そ
う
思
え
て
、
人
に
話

す
日
が
き
っ
と
く
る
。」

　

ほ
ん
の
30
年
生
き
て
き
た

だ
け
で
す
が
、
私
は
こ
こ
で
、

常
に
自
分
を
支
え
て
く
れ
る

こ
の
言
葉
に
出
会
い
ま
し
た
。

　

私
は
一
度
転
職
し
て
い
ま

す
。
前
職
は
大
学
卒
業
後
す

ぐ
に
入
社
し
、
右
も
左
も
分

か
ら
ず
戸
惑
い
の
多
い
毎
日

で
し
た
。
学
生
時
代
に
ア
ル

バ
イ
ト
を
ほ
と
ん
ど
し
た
こ

と
が
な
く
、
働
く
と
い
う
こ

と
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
持

て
な
い
ま
ま
で
、
今
考
え
る

と
、
学
生
気
分
が
な
か
な
か

抜
け
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
一
方
、
規
則
に
身
だ

し
な
み
に
つ
い
て
の
記
載
が

あ
る
く
ら
い
、
そ
の
会
社
で

は
常
に
高
い
社
会
人
意
識
を

持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
当
時
は
、
こ
の

ギ
ャ
ッ
プ
を
前
に
何
を
ど
う

し
た
ら
良
い
か
全
く
分
か
ら

ず
、
先
輩
方
に
は
相
談
す
る

ど
こ
ろ
か
そ
の
厳
し
さ
に
委

縮
し
て
し
ま
い
、
研
修
期
間

中
か
ら
毎
日
毎
日
泣
い
て
過

ご
し
て
い
ま
し
た
。

　

転
職
を
決
意
し
た
の
は
、

あ
る
日
、
涙
が
出
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
心

を
守
る
た
め
感
情
に
蓋
を
し

た
と
感
じ
た
時
、「
こ
の
ま
ま

で
は
嫌
だ
、
毎
日
笑
顔
で
過

ご
し
た
い
。」と
思
い
ま
し
た
。

　

仕
事
を
辞
め
た
時
、
人
生

最
大
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
ほ
ど
の
挫
折
感
を
味
わ

い
、
社
会
の
中
で
働
く
の
は

向
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
こ
と
さ
え
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
た
く
さ

ん
の
方
々
に
支
え
て
い
た
だ

き
、
ご
縁
あ
っ
て
現
在
に
至

り
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
、
再
び
働
き
始

め
た
こ
ろ
は
新
し
い
ス
タ
ー

ト
を
切
っ
た
喜
び
よ
り
、
ま

た
失
敗
し
た
ら
ど
う
し
よ
う

と
い
う
不
安
の
方
が
大
き

か
っ
た
で
す
。
そ
ん
な
時
に
、

あ
る
方
か
ら
冒
頭
の
言
葉
を

か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
時
は
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ

な
か
っ
た
。
で
も
、
き
っ
と

そ
う
な
る
と
信
じ
る
こ
と
で
、

じ
ゃ
あ
、
今
は
も
う
少
し
頑

張
ろ
う
と
思
え
ま
し
た
。
今

の
私
は「
あ
の
時
」か
ら
の
積

み
重
ね
で
す
。
あ
の
時
、
あ

の
会
社
に
入
っ
て
良
か
っ
た
。

自
分
が
生
き
て
い
く
う
え
で

本
当
に
求
め
る
も
の
が
分

か
っ
た
か
ら
。
今
、
あ
の
挫

折
感
は
も
う
ほ
と
ん
ど
感
じ

ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
あ
の

時
、
拙
い
話
を
聞
い
て
も
ら

え
て
良
か
っ
た
。
自
分
が
生

き
て
い
く
う
え
で
大
事
な
も

の
を
教
え
て
も
ら
え
た
か
ら
。

　

そ
れ
に
、
私
は
今
こ
う
し

て
あ
な
た
に
自
分
の
経
験
を

話
す
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

本
当
に
あ
の
言
葉
通
り
に
な

り
ま
し
た
。
私
な
り
に
言
い

換
え
れ
ば
、「
今
ま
で
起
き

た
事
は
全
部
、
そ
れ
で
良

か
っ
た
と
思
え
る
日
が
き
っ

と
く
る
か
ら
、
大
丈
夫
。
し

ん
ど
い
経
験
は
、
将
来
、
絶

対
に
誰
か
の
力
に
な
れ
る
。」

私
が
も
ら
っ
た
大
事
な
言
葉
、

少
し
で
も
記
憶
に
残
し
て
い

た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

（
教
務
部　

学
部
事
務
課

�

佐
藤　

里
弥
）

大
学
若
手
職
員
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

⑥
伝
え
た
い
こ
と

や
ば
い
、
尊
い
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板
面
に
残
る
カ
エ
ル
の

跡
。
着
任
最
初
に
授
業
を
し

た
Ｃ
412
教
室
の
黒
板
に
は
、

平
成
7
年
以
降
に
幾
度
と
な

く
描
き
表
し
た
学
習
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
・
カ
ン
ガ
エ
ル
の
跡

が
残
っ
て
い
ま
す
（
柔
ら
か

さ
で
定
評
が
あ
る
羽
衣

チ
ョ
ー
ク
を
使
用
し
て
も
食

い
込
む
筆
圧
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
）。

　

教
員
免
許
更
新
講
習
等
の

場
で
出
会
う
卒
業
生
諸
姉
か

ら
「
富
村
先
生
」
で
は
な
く

「
カ
エ
ル
先
生
」
と
呼
ば
れ

る
こ
と
が
多
い
私
ゆ
え
、
定

年
と
な
る
本
年
に
ご
縁
を
い

た
だ
い
た
本
稿
は
、「
在
職

四
半
世
紀
を
振
返
る
」
と
題

し
て
記
し
ま
す
。

真
面
目
力
の
学
生
の
姿

　

私
が
本
学
園
に
奉
職
し
た

平
成
7
年
4
月
は
、
阪
神
淡

路
大
震
災
の
影
響
で
諸
事
に

不
便
さ
が
多
か
っ
た
時
期
で

す
。　

　

交
通
機
関
の
不
通
、
自
宅

の
損
壊
等
に
よ
り
、
京
都
東

山
ま
で
相
当
の
労
力
と
時
間

を
費
や
し
て
集
っ
て
く
る
学

生
た
ち
。
授
業
の
少
な
い
曜

日
に
は
被
災
地
で
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
精
励
し
な
が

ら
出
席
し
て
い
る
学
生
た
ち

も
多
く
、
前
任
・
広
島
大
学

附
属
東
雲
小
学
校
で
の
17
年

間
に
出
会
っ
た
児
童
に
通
底

す
る
、
物
事
に
真
摯
に
取
り

組
も
う
と
す
る
態
度
、
当
た

り
前
の
こ
と
を
当
た
り
前
に

為
す
こ
と
が
で
き
る
真
面
目

力
の
豊
か
さ
に
感
動
す
る

日
々
で
し
た
。

　
「
最
近
の
若
者
は
…
」
と

い
う
苦
言
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の

内
部
壁
面
に
落
書
き
さ
れ
て

い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
出

会
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る

京
女
生
は
真
面
目
力
に
満
ち

た
、「
素
敵
な
若
者
」
で
す
。

　

私
は
、
学
生
が
教
員
に

な
っ
た
際
に
役
立
つ
よ
う
に

丁
寧
な
板
書
に
心
し
て
き
ま

し
た
。
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
画

面
の
記
載
内
容
を
資
料
と
し

て
配
付
す
る
形
態
が
多
く

な
っ
た
近
時
で
も
、
板
書
を

中
心
と
し
た
講
義
を
す
す
め

て
き
て
い
ま
し
た
。
配
付
資

料
を
「
読
む
」
よ
り
も
、
自

ら
「
書
く
」
方
が
主
体
的
な

学
修
法
で
あ
り
考
え
る
場
を

保
証
す
る
言
語
活
動
で
あ
る

か
ら
で
す
。
学
生
た
ち
の

ノ
ー
ト
づ
く
り
は
実
に
見
事

で
真
面
目
力
を
発
揮
し
た
力

作
・
秀
作
が
目
立
ち
ま
す
。

　
「
丁
寧
に
、
板
書
以
外
の

説
明
ま
で
書
き
留
め
て
い
ま

す
ね
」
と
褒
め
る
と
『
病
気

で
休
ん
で
い
る
友
だ
ち
が
見

て
も
分
か
る
よ
う
に
…
』
と

話
す
学
生
の
姿
、『
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
・
ス
キ
ル
』
で
1
回

生
時
に
学
修
し
た
「
ス
ペ
ー

ス
に
は
余
裕
を
持
つ
」
ポ
イ

ン
ト
を
活
か
し
て
事
後
に
用

語
説
明
等
を
書
き
加
え
て
い

る
学
生
の
姿
に
感
動
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

書
く
活
動
は
読
む
活
動
よ

り
も
、
手
間
も
時
間
も
か
か

る
面
倒
な
活
動
で
す
。
そ
の

面
倒
さ
に
挫
け
る
こ
と
の
な

い
、
真
面
目
力
に
満
ち
た
学

生
の
姿
を
振
り
返
る
と
、
確

か
な
手
ご
た
え
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
素
敵
な
学

生
と
出
会
え
た
こ
と
に
感
謝

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
姿
が

今
後
と
も
引
き
継
が
れ
る
こ

と
を
念
じ
ま
す
。

連
携
に
汗
す
る
職
員
の
姿

　

私
は
、
平
成
18
年
か
ら
短

期
大
学
部
長
、
引
き
続
い
て

教
務
部
長
、
学
生
部
長
と
、

大
学
の
部
長
職
を
平
成
25
年

ま
で
務
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
平
成
26
年
か
ら
は
附
属

小
学
校
長
を
兼
務
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
今
日
に
至
っ
て
い

ま
す
（
同
年
4
月
か
ら
1
ケ

月
半
は
学
長
代
行
を
併
せ
て

務
め
ま
し
た
）。

　

在
職
年
数
の
半
分
を
超
え

る
長
期
間
に
亘
る
多
彩
な
部

局
で
の
日
々
を
振
り
返
る

と
、
学
生
・
児
童
の
た
め
連

携
に
汗
す
る
職
員
の
方
々

の
、
同
質
異
形
の
姿
が
あ
り

ま
し
た
。

　

短
期
大
学
部
教
育
課
程
の

魅
力
を
増
進
す
る
初
等
教
育

学
科
へ
の
保
育
士
養
成
課
程

設
置
に
か
か
る
申
請
、
履
修

上
限
単
位
設
定
や
Ｇ
Ｐ
Ａ
を

も
と
に
し
た
厳
格
な
成
績
評

価
実
施
を
伴
う
大
学
教
育
課

程
の
改
革
、
新
寮
新
築
や
改

築
を
前
に
何
か
と
苦
情
が
寄

せ
ら
れ
て
い
た
旧
学
生
寮
に

か
か
る
保
護
者
・
学
生
へ
の

対
応
、
創
立
60
周
年
記
念
教

育
研
究
発
表
会
と
「
授
業
を

語
る
会
」
の
開
催
、そ
し
て
、

今
般
の
現
在
も
引
き
続
い
て

い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
対
応
し
た
新
し
い
生
活
様

式
で
の
小
学
校
教
育
の
推
進

等
、
異
な
る
部
局
で
の
、
額

に
汗
す
る
職
員
に
よ
る
同
質

の
連
携
の
姿
で
す
。

　

学
生
・
児
童
の
教
育
・
研

究
環
境
を
整
え
向
上
さ
せ
て

い
く
こ
と
は
学
校
法
人
に
職

を
得
て
い
る
以
上
、
当
た
り

前
の
こ
と
と
は
言
え
、
そ
の

質
保
証
に
は
、
通
常
勤
務
を

超
え
る
労
力
と
時
間
が
必
要

で
す
。

　

例
年
に
な
い
積
雪
の
中
を

保
育
実
習
施
設
の
内
諾
を
い

た
だ
き
に
出
向
く
際
に
同
行

く
だ
さ
っ
た
。
幾
度
も
の
教

育
課
程
Ｗ
Ｇ
（
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
）
で
の
事
務
局
を

務
め
て
く
だ
さ
り
、
会
議
毎

に
膨
大
な
検
討
資
料
を
用
意

く
だ
さ
っ
た
。
旧
学
生
寮
で

ム
カ
デ
や
ゴ
キ
ブ
リ
等
が
出

た
と
の
連
絡
を
受
け
て
ガ
ム

テ
ー
プ
を
手
に
し
て
駆
け
出

し
て
く
だ
さ
っ
た
。
大
学
の

部
長
職
と
し
て
の
日
々
で

は
、
教
員
と
職
員
と
の
連
携

に
汗
す
る
尊
い
姿
に
学
ば
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
附
属
小
学
校
長
と

し
て
の
日
々
で
は
、例
え
ば
、

授
業
公
開
に
向
け
て
の
研
究

授
業
、学
習
指
導
案
の
検
討
・

作
成
に
向
け
た
協
議
に
努
め

る
姿
、
ま
た
、
時
差
を
設
け

た
登
下
校
時
に
コ
ロ
ナ
禍
を

避
け
る
た
め
自
家
用
車
で
送

迎
す
る
場
を
安
全
に
保
つ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
グ
ラ
ウ
ン

ド
で
の
誘
導
に
汗
す
る
尊
い

姿
に
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

走
馬
灯
の
如
く
思
い
浮
か

ぶ
職
員
の
姿
か
ら
は
、
当
た

り
前
の
こ
と
を
当
た
り
前
に

為
す
こ
と
が
で
き
る
京
女
生

と
通
底
す
る
も
の
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
や
、

本
来
的
に
言
え
ば
、
こ
の
よ

う
な
連
携
に
汗
す
る
職
員
の

雰
囲
気
が
、
学
生
・
児
童
に

反
映
さ
れ
、
京
都
女
子
学
園

の
カ
ラ
ー
と
し
て
輝
い
て
い

る
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ

の
雰
囲
気
が
今
後
と
も
引
き

継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
念
じ

ま
す
。

京
女
は
共
助
＊
共
生
の
要

　

在
職
四
半
世
紀
を
フ
リ
カ

エ
ル
と
、
京
女
は
共
助
、
共

に
助
け
合
う
雰
囲
気
に
満
ち

た
学
園
で
あ
る
と
気
付
か
せ

て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。

　
「
人
」
は
人
と
人
と
の
間

柄
に
お
い
て
『
人
間
』
と
な

る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
に
、

『
他
者
と
共
に
生
き
る
こ
と

が
で
き
る
人
間
と
し
て
の

力
』
の
基
盤
と
し
て
の
共
助

の
心
は
、
共
生
の
要
と
な
る

人
間
力
の
ひ
と
つ
で
す
。
自

分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い

こ
と
で
他
者
を
恨
ん
だ
り

争
っ
た
り
す
る
煩
悩
具
足
の

凡
夫
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
泥

沼
に
咲
き
な
が
ら
泥
に
染
ま

ら
ず
泥
沼
を
荘
厳
す
る
芬
陀

利
華
の
如
く
生
き
よ
う
と
す

る
こ
と
が
大
事
で
す
。

　

共
生
の
要
・
共
助
の
心
に

満
ち
た
学
園
に
在
職
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
き
て
い
る
こ
と

に
感
謝
し
、
本
稿
を
閉
じ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
読

み
く
だ
さ
り
有
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

上じ
ょ
う

品ぼ
ん

の
懺さ

ん

悔げ

と
は
、
身
の
毛も

う

孔く

の
う
ち
よ
り
血
を
流
し
、
眼ま

な
こ

の

う
ち
よ
り
血
出い

だ

す
を
ば
上
品
の

懺
悔
と
名
づ
く
。（
中
略
）
流る

涙る
い

・
流る

血け
つ

等
に
あ
た
は
ず
と
い

へ
ど
も
、
た
だ
よ
く
真し

ん

心し
ん

徹て
っ

到と
う

す
る
も
の
は
、
す
な
は
ち
上か

み

と

同
じ
。

�

（
善ぜ

ん

導ど
う
『
往お

う

生じ
ょ
う

礼ら
い

讃さ
ん
』）

法のことば

　

仏
弟
子
と
し
て
守
る
べ
き
戒
や
、
教
団
の
規
則
で
あ
る
律
な
ど
を
破
っ
て

し
ま
っ
た
人
は
、
罪
に
応
じ
て
「
懺さ

ん

悔げ

」
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
懺

悔
は
心
か
ら
罪
を
恥
じ
悔
い
る
こ
と
で
す
。
懺
悔
に
は
レ
ベ
ル
が
あ
っ
て
、

レ
ベ
ル
の
高
い
懺
悔
で
は
全
身
の
毛
穴
や
目
か
ら
流
血
し
な
が
ら
懺
悔
す
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
や
っ
て
も
で
き
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
与
え
ら
れ
る
真
実
の
信
心
に
は
、
そ
の
懺
悔

と
同
じ
価
値
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
反
省
す
る
と
い
っ
て
も
血
は
お
ろ
か

涙
す
ら
出
て
こ
な
い
、
出
て
く
る
の
は
自
分
は
悪
く
な
い
仕
方
が
な
い
と
い

う
た
め
息
が
せ
い
ぜ
い
の
私
の
こ
と
を
見
通
し
て
、
仏
弟
子
と
し
て
必
要
な

こ
と
を
何
か
ら
何
ま
で
用
意
し
て
与
え
て
く
れ
る
の
が
阿
弥
陀
仏
な
の
で
す
。

	

（
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在
職
四
半
世
紀
を
振
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る
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『
異
教
の
隣
人
』

釈
徹
宗
＋
毎
日
新
聞
「
異
教
の
隣
人
」
取
材
班　

晶
文
社　
　

二
〇
一
八
年

シ
リ
ー
ズ

　
智
慧
の
蔵
34

　
『
異
教
の
隣
人
』。
そ
の
タ
イ
ト

ル
に
心
を
惹
か
れ
る
。
毎
日
新
聞

で
の
連
載
記
事
を
ま
と
め
た
本

書
は
、
宗
教
学
者
で
あ
り
僧
侶

で
も
あ
る
釈
徹
宗
氏
と
、
毎
日

新
聞
の
取
材
班
が
関
西
エ
リ
ア
を

中
心
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
の
現

場
を
訪
ね
歩
き
、
ま
と
め
ら
れ
た

ル
ポ
で
あ
る
。

　

目
次
を
開
け
る
と
イ
ス
ラ
ム

教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

と
い
っ
た
、
な
じ
み
あ
る
外
国
の

伝
統
宗
教
の
名
前
が
並
ぶ
。
ジ
ャ

イ
ナ
教
、
シ
ク
教
、
正
教
会
、
ベ

ト
ナ
ム
仏
教
と
い
っ
た
、
あ
ま
り

な
じ
み
の
な
い
名
前
も
ズ
ラ
ッ
と

並
ん
で
い
る
。

　

私
た
ち
の
社
会
で
は
、
多
様

な
信
仰
を
持
つ
人
た
ち
が
す
ぐ

近
く
に
暮
し
て
い
る
。
し
か
し
近

く
に
住
む
私
た
ち
は
、
そ
の
人
た

ち
の
存
在
を
自
覚
し
、
そ
の
人
た

ち
が
大
切
に
し
て
い
る
も
の
を
ど

れ
ほ
ど
理
解
で
き
て
い
る
だ
ろ
う

か
。

　

現
代
社
会
は
、
す
ぐ
近
く
に

異
な
る
信
仰
を
持
ち
、
異
な
る

生
活
様
式
を
大
切
に
し
て
い
る
人

が
暮
ら
す
社
会
で
あ
る
こ
と
を

自
覚
し
な
け
れ
ば
、
無
意
識
の

う
ち
に
そ
の
人
た
ち
を
傷
つ
け
て

し
ま
う
、
と
釈
氏
は
警
鐘
を
鳴

ら
し
て
い
る
。
無
自
覚
か
ら
く
る

些
細
な
ト
ラ
ブ
ル
が
、
偏
見
や
差

別
や
排
除
へ
と
つ
な
が
る
の
で
、

互
い
に
敬
意
を
も
っ
て
折
り
合
っ

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
。

　

本
書
の
中
で
釈
氏
と
取
材
班

は
、
大
阪
府
茨
木
市
の
住
宅
街

に
あ
る
「
大
阪
茨
城
モ
ス
ク
」
を

訪
ね
て
い
る
。
そ
こ
で
は
定
期
的

な
礼
拝
と
と
も
に
、イ
マ
ー
ム（
導

師
）
か
ら
子
ど
も
向
け
の
ク
ル

ア
ー
ン
の
講
義
が
行
わ
れ
た
り
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
や
ス
マ
ホ
に

入
っ
た
ク
ル
ア
ー
ン
を
読
み
上
げ

る
大
人
向
け
の
講
義
が
行
わ
れ

て
い
る
。
授
業
が
終
わ
る
と
、
持

ち
寄
っ
た
手
料
理
を
囲
み
な
が

ら
、
和
気
あ
い
あ
い
と
夕
食
会
が

ひ
ら
か
れ
る
。
こ
の
場
所
を
通
し

て
、
信
仰
と
文
化
が
継
承
さ
れ
て

い
く
の
だ
。

　

宗
教
施
設
や
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
は
、信
仰
だ
け
で
は
な
く
、

文
化
や
食
の
記
憶
ア
ー
カ
イ
ブ
と

し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。

異
教
の
隣
人
に
と
っ
て
、
日
本
で

の
生
活
は
教
育
や
食
事
に
関
す

る
問
題
が
山
積
し
て
い
る
が
、
こ

の
場
所
に
ア
ク
セ
ス
す
れ
ば
自
国

の
ル
ー
ツ
や
文
化
、
言
葉
、
食
事
、

生
活
様
式
な
ど
を
学
び
、
自
身

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
な

く
て
は
な
ら
な
い
場
所
と
な
っ
て

い
る
の
だ
。

　

そ
こ
で
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
喜

怒
哀
楽
の
日
々
の
光
景
は
、
私
た

ち
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
営
み
で
あ

る
。
先
入
観
を
は
が
し
、
私
た
ち

は
ま
ず
そ
の
事
実
か
ら
知
る
必

要
が
あ
る
。

　

異
教
の
隣
人
と
互
い
に
尊
重
し

あ
い
な
が
ら
暮
ら
す
社
会
の
実

現
。
そ
こ
へ
私
の
背
中
を
押
し
て

く
れ
る
お
勧
め
の
一
冊
で
あ
る
。

	

（
赤
井　

智
顕
）

　

釈
尊
の
悪
魔
と
の
闘
い
は
、

成
道
前
に
か
ぎ
ら
ず
、
成
道

後
も
絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
た
。

パ
ー
リ
『
相
応
部
経
典
』「
悪

魔
相
応
」
に
見
え
る
一
群
の

経
典
に
は
、
そ
の
模
様
が
詳

し
く
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
後
の
大
乗
仏
教
に
お
い

て
超
人
化
さ
れ
る
釈
尊
と
は

別
の
、
人
間
釈
尊
の
生
の
あ

り
方
が
色
濃
く
保
存
さ
れ
て

い
る
。

　
『
相
応
部
経
典
』
は
南
方
上

座
部
に
伝
わ
る
初
期
経
典
の

一
つ
で
、
分
量
の
短
い
経
典

を
テ
ー
マ
別
に
配
列
し
た
短

編
経
典
集
で
あ
る
。「
悪
魔
相

応
」
は
そ
の
『
相
応
部
経
典
』

に
収
録
さ
れ
る
、
釈
尊
と
悪

魔
と
の
や
り
取
り
を
描
い
た

全
二
十
五
経
の
総
称
に
あ
た

る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
悪
魔

は
、
パ
ー
リ
語
の
「
マ
ー
ラ
」

を
原
語
と
す
る
仏
教
の
悪
魔

で
あ
り
、
サ
タ
ン
や
デ
ー
モ
ン

な
ど
の
西
洋
の
悪
魔
と
は
性
格

が
異
な
る
。
マ
ー
ラ
は
直
訳
す

る
と
「
殺
す
者
」
で
あ
る
が
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
人
間

釈
尊
の
心
中
に
出
没
す
る
苦
し

み
を
生
む
も
と
、
つ
ま
り
煩
悩

で
あ
る
。

　
「
悪
魔
相
応
」
に
見
え
る
釈

尊
と
悪
魔
の
や
り
取
り
は
全
て

成
道
後
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
り
釈
尊
は
悟
り
を
開
い
た

後
も
自
ら
の
心
中
に
沸
き
起
こ

る
、
そ
れ
が
原
因
と
な
り
苦
し

み
が
生
じ
る
様
々
な
欲
求
と

闘
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
分
か

る
。
た
だ
し
、
成
道
後
の
釈
尊

が
凡
人
と
違
う
の
は
、
苦
し
み

が
生
じ
る
原
因
と
な
る
、
そ
れ

ら
諸
々
の
欲
求
の
正
体
を
完
全

に
見
破
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
に

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
全
二
十
五

経
の
大
半
に
見
え
る
経
末
の
定

型
句
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と

こ
ろ
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
悪
魔
・
悪
し
き
者
は
、

「
尊
師
は
わ
た
し
の
こ
と
を
知
っ

て
お
ら
れ
る
の
だ
。
幸
せ
な
方

は
わ
た
し
の
こ
と
を
知
っ
て
お

ら
れ
る
の
だ
」
と
気
づ
い
て
、

打
ち
萎
れ
、
憂
い
に
沈
み
、
そ

の
場
で
消
え
失
せ
た
（
中
村
元

『
ブ
ッ
ダ	

悪
魔
と
の
対
話
』
一

四
頁
他
）。＊　

＊　

＊

　

私
は
こ
の
経
を
読
む
ま
で
、

釈
尊
の
悪
魔
と
の
闘
い
は
成
道

前
に
か
ぎ
ら
れ
、
成
道
後
は
弟

子
達
の
指
導
に
だ
け
専
念
し
て

お
ら
れ
た
と
考
え
て
い
た
。
し

か
し
事
実
は
恐
ら
く
そ
う
で
は

な
い
。

　

釈
尊
は
悟
り
を
開
い
た
後
も

絶
え
ず
自
ら
と
闘
っ
て
お
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
自
身
を
欺
き
誑た

ぶ
ら

か
そ
う
と
す
る
も
う
一
人
の
自

分
と
。
そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
悪
魔

の
正
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
私

は
そ
こ
に
悟
り
を
開
く
こ
と
が

決
し
て
ゴ
ー
ル
で
な
い
と
す
る

後
の
大
乗
仏
教
の
原
点
を
見
る

思
い
が
す
る
。

　
　 

『
相
応
部
経
典
』「
悪
魔
相
応
」

�

上
野
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平




