
  
 

脚 

下 

照 

顧 
（
自
分
の
足
下
を
よ
く
よ
く
見
る
） 

 

【
日
蓮
聖
人
の
寿
ぎ
】 

 
 

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
健
や
か
に
新

年
を
お
迎
え
な
さ
れ
た
事
と
大
慶
に
存
じ

上
げ
ま
す
。 

弘
安
五
年
（
一
二
八
二
年
）
と
い
え
ば
、

日
蓮
聖
人
六
十
一
才
。
そ
の
年
の
秋
、
十

月
十
三
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
で

す
が
、
そ
の
年
の
正
月
七
日
に
、
鎌
倉
の

大
信
者
で
あ
る
四
条
金
吾
殿
（
し
じ
ょ
う

き
ん
ご
ど
の
）
か
ら
、
身
延
山
の
日
蓮
聖

人
の
も
と
に
、
お
餅
と
清
酒
が
届
け
ら
れ

ま
し
た
。
日
蓮
聖
人
は
早
速
筆
を
取
り
、

お
礼
の
手
紙
を
し
た
た
め
ら
れ
ま
し
た
…

『
満
月
の
如
く
な
る
餅
二
十
、
甘
露
の
如
く

な
る
清
酒
一
筒
給
び
候
い
了
（
お
わ
ん
）
ぬ
。

春
の
は
じ
め
の
御
悦
（
お
よ
ろ
こ
）
び
は
、
月
の

み
つ
る
が
如
く
、
潮
の
さ
す
が
如
く
、
草
の
か

こ
む
が
如
く
、
雨
の
ふ
る
が
如
し
と
思
し
め
す

べ
し
』
と
。 

つ
ま
り
、
満
月
の
光
は
、
昼
間
の
様
に 

明
る
く
照
ら
し
て
、
私
達
の
心
に
何
か
安

心
感
の
よ
う
な
も
の
を
涌
か
せ
て
く
れ
ま

す
。
潮
が
満
ち
て
く
る
と
、
地
球
の
躍
動 

 

 

を
感
じ
ま
す
。
草
が
生
え
て
伸
び
る
の
を
見

て
い
る
と
、
草
木
の
命
の
力
強
さ
を
思
い
ま

す
。
干
天
に
慈
雨
の
言
葉
の
様
に
、
日
照
り

続
き
の
時
の
雨
ほ
ど
有
り
難
い
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。
月
が
満
ち
る
に
し
て
も
、
潮
が
さ

し
て
く
る
に
し
て
も
、
草
が
茂
り
、
雨
が
降

る
こ
と
も
、
全
て
旺
盛
な
生
命
の
営
み
で
あ

り
ま
す
。
命
が
躍
動
し
て
い
る
姿
…
。
そ
の

命
の
躍
動
の
中
で
、
月
は
円
満
光
の
輝
き
を

示
し
、
潮
は
進
展
を
意
味
し
、
草
は
繁
栄
を

さ
し
、
雨
は
恵
み
、
と
い
う
意
味
合
い
に
な

り
ま
す
。
日
蓮
聖
人
は
、
こ
の
様
な
縁
起
の

良
い
事
例
を
引
か
れ
て
、
正
月
の
め
で
た
き

こ
と
を
示
さ
れ
ま
し
た
。 

【
修
身
と
は
、
日
々
の
生
活
を
正
す
こ
と
】 

東
洋
で
は
文
化
人
と
し
て
当
然
の
常
識
と

さ
れ
た
【
四
書
五
経
（
し
し
ょ
ご
き
ょ
う
）】
と
い

う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
『
礼
記
（
ら

い
き
）
』
に
、
《
大
学
（
※
大
学
の
呼
び
名
は

こ
こ
に
由
来
し
ま
す
）
》
と
い
う
教
え
が
あ
り

ま
す
。 

そ
の
中
で
、
学
問
と
い
う
の
は
《
修
身
・
斉
家
・

治
国
・
平
天
下
》
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
学
問
の
根
本
は
『
修
身
（
し
ゅ
う
し
ん
）』
で

す
。
修
身
と
は
、
身
を
修
め
る
こ
と
。
身
を
修

め
る
と
は
、
噛
み
砕
い
て
言
え
ば
日
々
の
生
活

を
正
す
事
で
す
。 

◎
【
学
問
は
人
間
を
変
え
る
。
人
間
を
変
え
る
様 

 

 

な
学
問
で
な
け
れ
ば
学
問
で
は
な
い
。
そ
の
人
間

と
は
他
人
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
分
の
事
で
あ

る
。
他
人
を
変
え
よ
う
と
思
っ
た
な
ら
ば
、
先
ず

自
分
を
変
え
る
事
で
あ
る
】
著
・
安
岡
正
篤
（
陽

明
学
者
）
氏
の
格
言
は
真
理
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。 世

の
中
を
憂
う
な
ら
、
ま
ず
自
分
自
身
を
修

め
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

ま
た
人
生
に
夢
や
志
が
あ
る
な
ら
ば
… 

◎
【
２
階
に
の
ぼ
り
た
い
な
ぁ
で
は
、
ま
だ
ま
だ
ダ

メ
で
あ
る
。
何
と
し
て
も
２
階
に
登
り
た
い
。
そ

ん
な
熱
意
が
は
し
ご
を
生
み
出
す
】
著
・
松
下
幸

之
助
（
経
営
の
神
様 

松
下
電
器
（
現
・
パ
ナ

ソ
ニ
ッ
ク
）
創
業
者
）
氏
は
、
こ
れ
く
ら
い
の

情
熱
、
熱
意
で
取
り
組
み
な
さ
い
と
い
う
心
持

ち
の
深
さ
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
先
人
達
の

格
言
は
実
に
深
く
、
心
に
沁
み
ま
す
。 

ち
な
み
に
《
修
身
（
身
を
修
め
）
・
斉
家
（
家

を
と
と
の
え
）
・
治
国
（
国
を
お
さ
め
）
・
平

天
下
（
天
下
を
平
和
に
す
る
）
》
と
は
…
平
和

な
世
の
中
を
望
む
な
ら
、
ま
ず
自
分
の
行
い
を

正
し
く
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
自
分
の
生

活
態
度
が
キ
チ
ン
と
し
て
い
れ
ば
家
庭
内
が
安

ら
か
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
家
庭
が
と
と
の
え

ば
、
自
然
と
国
が
お
さ
ま
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
国
が
治
ま
れ
ば
平
和

な
世
の
中
に
な
る
も
の
と
思
い
ま
す
。 

昨
年
末
（
十
二
月
十
六
日
）
総
選
挙
が
終
わ 

 

 

り
、
リ
ー
ダ
ー
の
意
向
が
気
に
な
る
と
こ
ろ 

で
す
が
、
ま
ず
は
私
達
一
人
一
人
が
、
自
分 

の
為
す
べ
き
事
を
シ
ッ
カ
リ
為
す
と
こ
ろ
に
、

日
本
の
未
来
や
私
達
個
人
の
未
来
が
光
り
輝 

い
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

【
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
待
つ
】 

厳
し
い
言
い
方
で
す
が
、
何
か
に
思
い
悩 

ん
で
い
る
う
ち
は
、
ま
だ
自
分
の
全
力
を
尽 

く
し
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
自
分 

の
行
動
に
キ
チ
ン
と
し
た
根
拠
が
あ
る
人
は
、

現
状
が
ど
う
あ
れ
自
分
を
信
じ
て
待
つ
事
が 

で
き
る
は
ず
で
す
。
結
果
を
急
ぐ
の
は
、
単
な 

る
わ
が
ま
ま
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
各
駅
停 

車
に
乗
車
し
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
各
駅 

に
止
ま
る
の
？
と
叫
ん
で
い
る
様
な
も
の 

で
す
。 

富
山
で
は
冬
に
雪
が
降
り
ま
す
。
た
と
え 

今
は
雪
が
降
っ
て
い
て
も
、
四
月
に
は
春
が 

や
っ
て
く
る
こ
と
を
私
達
は
誰
で
も
知
っ
て 

い
ま
す
。
そ
う
、
日
本
に
は
四
季
が
あ
り
ま
す 

。
人
生
に
も
山
あ
り
、
谷
あ
り
、
紆
余
曲
折 

あ
る
の
が
私
達
の
人
生
で
す
。
「
こ
の
人
生
、

い
つ
も
順
風
満
帆
つ
つ
が
な
く
過
ご
し
て
い 

た
い
」
と
願
う
の
は
、
私
達
の
性
な
の
で
す
が 

、
そ
ん
な
人
生
は
、
誰
に
も
、
ど
こ
に
も
あ 

り
得
ま
せ
ん
。
「
寒
い
冬
は
嫌
い
だ
。
真
夏 

の
う
だ
る
暑
さ
も
嫌
だ
」
と
言
っ
て
、
一
年 

中
が
過
ご
し
や
す
い
春
や
秋
で
あ
る
事
を
望 

 



 
む
様
な
も
の
で
す
。
卑
近
な
例
え
で
す
が
、

レ
ス
ト
ラ
ン
な
ん
か
を
考
え
て
み
て
下
さ

い
。
店
は
開
店
し
て
い
る
時
が
全
て
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
一
流
店
で
あ
れ
ば
仕
込
み
に
時

間
を
か
け
る
。
下
準
備
が
い
か
に
大
切
か
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。
人
生
の
春
や
秋
を
満
喫
す

る
為
に
も
、
シ
ッ
カ
リ
冬
を
味
わ
っ
て
お
く

必
要
が
あ
る
の
で
す
。
運
が
悪
い
と
落
ち
込

ん
だ
り
、
現
実
か
ら
逃
避
し
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
冬
は
自
分
を
よ
く
見
つ
め
る
、
自
ら
を

磨
く
大
切
な
時
期
だ
と
心
得
て
、
精
進
に
励

む
こ
と
が
大
事
な
の
で
し
ょ
う
。
冬
の
時
期

と
い
う
の
は
、
い
ざ
始
動
し
出
す
春
の
為
の
、

充
電
期
間
で
す
。
そ
う
や
っ
て
将
来
お
と
ず

れ
る
春
の
為
に
、
自
分
の
魅
力
を
高
め
て
お

け
ば
、
あ
と
は
運
を
天
に
任
せ
て
お
け
ば
良

い
と
思
い
ま
す
。 

【
笑
顔
は
人
間
関
係
の
潤
滑
油
】 

 
 

福
が
来
た
か
ら
笑
う
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
実
は
、
笑
う
人
の
所
に
福
が
来
る
の
で
す
。

笑
顔
に
つ
き
も
の
な
の
が
「あ
り
が
と
う
！
」
・

「
幸
せ
！
」
・
「
嬉
し
い
！
」
・
「
感
謝
し
て
い
ま

す
！
」な
ど
な
ど
…
そ
の
言
葉
に
は
、
温
か
く

て
、
心
が
揺
り
動
か
さ
れ
る
前
向
き
な
言
葉

が
添
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
気
持
ち
の
良

い
人
の
所
だ
か
ら
こ
そ
、
福
が
や
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
。
広
く
言
え 

 

 

ば
「
正
月
（
一
月
）
に
あ
り
」
で
す
。 

ど
う
か
、
今
年
一
年
が
皆
さ
ま
に
と
り
ま
し

て
、
素
晴
ら
し
い
物
語
を
紡
ぐ
一
年
に
な
り
ま
す

事
を
、
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

合
掌 

 

 
 

副
住
職 

谷
川
寛
敬 

 

【
お
正
月
ト
リ
ビ
ア
小
咄
】 

 

 
 

 
 

 
父
親
「
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
」 

家
族
「
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま 

す
」 

父
親
「
お
正
月
と
い
え
ば
、
お
屠
蘇
（
と
そ
）

を
飲
も
う
」 

子
供
「
う
わ
ー
な
に
こ
れ
ー
」 

父
親
「
こ
れ
は
昔
か
ら
飲
ま
れ
て
い
る
」 

子
供
「
い
つ
か
ら
？ 

な
に
が
入
っ
て
い
る

の
？
」 

母
親
「
う
～
ん
？ 

そ
う
だ
、
こ
う
い
う
の
は

お
上
人
さ
ん
に
聞
き
ま
し
ょ
う
」 

一
家
「
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
」 

住
職
「
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
」 

母
親
「
お
屠
蘇
っ
て
い
つ
か
ら
飲
ま
れ
て
い 

 

 

た
ん
で
す
か
？
」 

住
職
「
唐
時
代
の
医
者
が
、
流
行
風
邪
予
防

の
た
め
に
作
っ
た
の
が
、
お
い
し
い
と 

流
行

に
な
っ
た
の
が
最
初
ら
し
い
。
こ
の
医
者
が

住
ん
で
い
た
家
の
名
前
が
『
屠
蘇
庵
』
と
い

っ
た
そ
う
な
。
屠
蘇
と
は
『
鬼
気
を
屠
絶
し

人
魂
を
蘇
生
さ
せ
る
』
と
か
、
１
年
間
の
自

分
の
悪
い
行
い
や
病
気
な
ど
を
屠
殺
し
て
、

新
し
い
年
に
蘇
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
一
年
中
の
邪
気
を
払
い
延
命
長
寿
を

願
う
た
め
に
飲
む
酒
と
な
っ
た
ら
し
い
ぞ
。

日
本
で
は
平
安
時
代
に
伝
わ
り
、
嵯
峨
天
皇

の
頃
に
宮
中
の
正
月
行
事
と
し
て
始
め
ら
れ
、

江
戸
時
代
に
は
一
般
に
広
ま
っ
た
そ
う
な
。

薬
局
で
売
っ
て
い
る
『
屠
蘇
散
』
に
は
肉
桂
、

大
黄
、
百
じ
ゅ
つ
、
山
椒
、
桔
梗
、
乾
姜
な

ど
の
薬
草
を
合
せ
た
も
の
が
入
っ
て
い
る
よ
。

ま
あ
い
ず
れ
に
し
て
も
邪
気
を
払
い
無
病
長

寿
を
祈
り
、
心
身
と
も
に
改
ま
ろ
う
、
と
い

う
願
い
を
込
め
て
い
た
だ
く
、
お
正
月
な
ら

で
は
の
セ
レ
モ
ニ
ー
酒
で
は
あ
る
ね
（
笑
）
」 

子
供
「
あ
っ
、
オ
ミ
ク
ジ
が
あ
る
。
お
寺
で

も
オ
ミ
ク
ジ
が
あ
る
の
？
」 

住
職
「
オ
ミ
ク
ジ
は
神
社
で
は
な
く
、
元
々

は
お
寺
か
ら
始
ま
っ
た
ん
だ
よ
。
天
台
宗
の

元
三
慈
恵
大
師
良
源
上
人(

9
12

～9
8
5
)

が
観

音
菩
薩
に
祈
念
し
て
偈
文
（
げ
も
ん
）
を
授

か
っ
た
観
音
籤
（
く
じ
）
が
起
源
と
言
わ
れ 

 

 

る
の
だ
よ
。
そ
の
方
の
住
居
跡
が
日
蓮
聖 

人
が
お
ら
れ
た
比
叡
山
の
定
光
院
と
同
じ 

横
川
に
あ
っ
て
、
古
く
は
定
心
房
と
い
っ 

て
四
季
に
法
華
経
を
論
議
す
る
こ
と
を
始 

め
た
の
で
『
四
季
講
堂
』
と
い
わ
れ
て
る 

の
だ
。
だ
か
ら
、
日
蓮
宗
に
も
全
く
無
縁 

な
話
で
は
な
い
ね
」 

子
供
「
へ
え
、
そ
う
な
ん
だ
」 

住
職
「
そ
う
だ
、
せ
っ
か
く
来
た
か
ら
お 

年
玉
を
あ
げ
よ
う
」 

子
供
「
わ
ー
い
…
っ
て
、
こ
れ
お
餅
じ
ゃ
ん
」 

住
職
「
鎌
倉
時
代
か
ら
年
神
様
に
お
供
え 

し
た
お
餅
を
分
け
与
え
る
の
が
、
お
年
玉 

の
は
じ
ま
り
な
ん
だ
よ
。
そ
れ
が
正
月
の 

訪
問
時
に
『
お
年
始
』『
お
年
玉
』
と
称
し 

て
贈
答
物
を
届
け
る
の
が
盛
ん
に
な
っ
て
、

家
人
あ
て
は
お
年
始
、
子
供
へ
の
お
み
や 

げ
は
お
年
玉
と
使
い
分
け
る
よ
う
に
な
っ 

た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
ん
だ
」 

子
供
「
へ
え
…
っ
て
、
で
も
や
っ
ぱ
り
、 

お
こ
づ
か
い
が
い
い
な
あ
」 

一
同
「
あ
は
は
は
は
は
は
は
は
」 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 


