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オ
レ
は
賢
い
！

ア
タ
シ
利
口
よ

そ
う

え
ら
そ
う
に

威い

ば張
り
な
さ
る
な

オ
レ
は
無
能
だ
！

ア
タ
シ
馬
鹿
よ
ね

な
あ
に

気
に
し
な
さ
る
な

人
間
だ
れ
し
も

耳
飾
り
の

輪わ

っ
か
の
よ
う
に

中な
か
も

端は
し
っ
こ
も

あ
り
は
し
な
い

グ
ル
ッ
と
回
っ
て

み
な
同
じ

http://www.ne.jp/asahi/choonji/namo/ 　ナモの寺  検索

【
出
典
】
聖
徳
太
子
『
十
七
条
憲
法
』
第
十
条

浄 土 宗 西 山 禅 林 寺 派

水彩画 : 松村憲一



平
城
遷
都
祭

　
百く
だ
ら済
の
仏
に
ご
参
拝

0

0

0

（
538
仏
教
伝

来
）。
労
を
知

0

0

0

る
十
七
条
憲
法
（
604
）。

六
つ
0

0

か
ら
よ
い
0

0

土
地
も
ら
え
る
大
化

の
改
新
（
645
）。
な
ん
と

0

0

0

立
派
な
平
城

京
（
710
）。
鳴
く
よ

0

0

0

う
ぐ
い
す
平
安
京

（
794
）
…
…
と
い
っ
た
具
合
に
、
歴
史

年
号
を
、
語
呂
合
わ
せ
で
覚
え
る
こ
と

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
？

　
そ
う
で
す
。
今
年
は
西
暦
二
〇
一
〇

年
、
平
城
遷せ
ん
と都

（
710
）
か
ら
ち
ょ
う
ど

一
三
〇
〇
年
に
な
り
ま
す
。
奈
良
で
は

イ
ベ
ン
ト
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
に
は
せ
ん
と
く

ん
、
そ
し
て
、
朱す
ざ
く雀

門も
ん

、
大だ
い
ご
く
で
ん

極
殿
が
朱
も
鮮
や
か
に
復
元
さ

れ
て
、
大
々
的
に
全
県
あ
げ
て
記
念
祭

が
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
た
ま
た
ま
、
当
方
、
地
域
の
仏
教
組

合
の
幹
事
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
隔
年

毎
の
研
修
旅
行
を
企
画
立
案
す
る
こ
と

に
な
り
、
こ
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク

明
け
に
そ
の
奈
良
へ
行
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
メ
イ
ン
会
場
で
あ
る
朱
雀
門
・

大
極
殿
の
あ
る
平
城
京
跡
の
見
学
は
あ

い
に
く
の
雨
で
、

は
し
ょ
っ
て
回
っ

て
き
ま
し
た
が
、

大
仏
様
の
東
大
寺

と
す
ぐ
前
に
あ
る

奈
良
国
立
博
物

館
、
そ
し
て
、
斑い
か
る
が鳩
に
あ
る
聖
徳
太
子

ゆ
か
り
の
法
隆
寺
、
宿
泊
地
で
も
あ
っ

た
信し
ぎ
さ
ん

貴
山
の
朝ち
ょ
う
ご
そ
ん
し
じ

護
孫
子
寺
は
、
仏
教
美

術
に
詳
し
い
会
員
の
方
の
案
内
説
明

で
、
ゆ
っ
た
り
と
研
修
を
深
め
て
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
奈
良
時
代
の
仏
教
は
、
聖
武
天
皇
の

詔み
こ
と
の
りに
よ
り
、
全
国
（
尾
張
国
の
場
合
は

稲
沢
）
に
、
国
分
寺
と
国
分
尼
寺
を
一

つ
ず
つ
建
立
し
、
国
家
の
安あ
ん
ね
い寧
を
願
う

と
い
う
壮
大
な
も
の
で
し
た
。そ
し
て
、

大
和
国
の
東
大
寺
は
総
国
分
寺
、
法
華

寺
は
総
国
分
尼
寺
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
奈
良
の
大
仏
様
は
鎮

護
国
家
の
象
徴
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

今
日
の
我
々
で
も
、
圧
倒
さ
れ
る
ほ
ど

の
奈
良
時
代
の
仏
教
文
化
で
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
基
を
築
ず
い
た
の
は
、
な
ん

と
い
っ
て
も
聖
徳
太
子
で
あ
り
ま
す
。

　
歴
史
的
背
景
を
お
さ
ら
い
し
て
み
ま

す
と
、
当
時
の
大
和
政
権
は
、
朝
鮮
外

交
の
失
敗
、
皇
位
継
承
問
題
と
豪
族
の

対
立
に
よ
り
危
機
的
状
況
に
あ
り
ま
し

た
。
そ
ん
な
中
、
物も
の
の
べ部
氏
を
倒
し
て
実

権
を
握
っ
た
の
は
蘇そ
が
の
う
ま
こ

我
馬
子
で
、
対
立

を
深
め
た
崇す
し
ゅ
ん峻

天
皇
を
も
暗
殺
し
、
女

帝
推す
い
こ古
天
皇
を
擁
立
し
ま
し
た
。
そ
の

摂せ
っ
し
ょ
う
政
と
し
て
国
政
を
推
進
し
た
の
が
聖

徳
太
子
で
あ
り
ま
し
た
。 

　
太
子
は
、
内
外
の
危
機
を
打
開
す
る

た
め
に
、
天
皇
中
心
の
中
央
集
権
国
家

建
設
を
目
指
し
ま
し
た
。
十
七
条
憲
法
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と
冠
位
十
二
階
と
で
、
道
徳
と
秩
序
を

整
え
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
十
七
条
憲

法
は
、
儒
教
・
仏
教
・
法ほ
う
か家

（
中
国
、

戦
国
時
代
の
諸
子
百
家
の
一
派
。
法
を

基
準
と
し
て
信
賞
必
罰
の
政
治
を
行

い
、
権
力
を
君
主
に
集
中
さ
せ
よ
う
と

す
る
も
の
）
な
ど
の
影
響
が
見
ら
れ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
に
関
係
す

る
条
目
は
、
次
の
二
つ
で
す
。

　
二
に
い
う
。
篤あ
つ

く
三
宝
を
信
奉
す
べ
し
。

三
つ
の
宝
と
は
仏
（
覚
者
）・
法
（
仏
に
な
る

教
え
）・
僧
（
教
え
を
実
践
す
る
集
団
）
で
あ

る
。
そ
れ
は
生い
の
ち命
あ
る
者
の
最
後
の
よ
り
ど

こ
ろ
で
あ
り
、
す
べ
て
の
国
の
究
極
の
規
範

で
あ
る
。
い
つ
の
時
代
で
も
、
ど
の
よ
う
な

人
で
も
、
こ
の
教
え
を
貴
ば
な
い
こ
と
が
あ

ろ
う
か
。
人
は
、
極
悪
の
者
は
少
な
い
。
よ

く
教
え
れ
ば
従
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ

れ
に
は
仏
の
教
え
に
依
ら
な
け
れ
ば
、
何
に

よ
っ
て
ま
が
っ
た
心
を
た
だ
せ
る
だ
ろ
う
か
。

　
十
に
い
う
。
心
の
中
の
憤
い
き
ど
おり
を
な
く
し
、

憤
り
を
表
情
に
出
さ
ぬ
よ
う
に
し
、
ほ
か
の

人
が
自
分
と
違
っ
た
こ
と
を
し
て
も
怒
っ
て

は
な
ら
な
い
。
人
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
が
こ
れ
だ
と
思
う
こ
と
が

あ
る
。
相
手
が
こ
れ
こ
そ
と
い
っ
て
も
自
分

は
よ
く
な
い
と
思
う
し
、
自
分
が
こ
れ
こ
そ

と
思
っ
て
も
相
手
は
よ
く
な
い
と
す
る
。
自

分
は
必
ず
聖
人
で
、
相
手
が
必
ず
愚
か
だ
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
皆
と
も
に
凡
人
な
の

だ
。
そ
も
そ
も
善
悪
の
理
屈
は
、
誰
が
よ
く

定
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
お
互
い
、
だ
れ

も
賢
く
も
あ
り
、
愚
か
で
も
あ
る
。
そ
れ
は

耳
輪
に
は
端
が
な
い
よ
う
な
も
の
だ
。
こ
う

い
う
わ
け
で
、
相
手
が
憤
っ
て
い
た
ら
、
む

し
ろ
自
分
に
間
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
お
そ
れ
よ
。
自
分
で
は
こ
れ
だ
と
思
っ
て

も
、
み
ん
な
の
意
見
に
し
た
が
っ
て
行
動
す

る
が
よ
い
。

　
ど
う
で
す
。
十
七
条
憲
法
に
つ
い
て

は
、
学
校
教
育
の
中
で
、
単
に
形
式
的

に
扱
う
の
で
は
な
く
、
内
容
に
ま
で
踏

み
込
ん
で
ぜ
ひ
と
も
取
り
上
げ
て
も
ら

い
た
い
も
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
時
、
日
本
に
仏
教
を

受
け
入
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、

権
力
闘
争
の
重
要
な
争
点
と
な
っ
て
い

て
、
実
は
、
血
生
臭
い
戦
い
も
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
戦
い
に
勝
利
し
た
蘇
我
馬

子
と
聖
徳
太
子
は
、
そ
の
後
本
格
的
な

寺
院
建
設
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　
聖
徳
太
子
は
、
四
天
王
寺
・
法
隆
寺

を
建
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
ご
存
じ
か

と
思
い
ま
す
が
、
摂
政
以
前
、
厩
う
ま
や
ど
の
お
う

戸
皇

子じ

と
し
て
馬
子
側
で
参
戦
し
た
折
、
四

天
王
に
願
を
か
け
、
そ
の
通
り
に
な
っ

た
こ
と
か
ら
四
天
王
寺
を
建
立
し
た
と

い
い
ま
す
。
馬
子
は
法
興
寺
（
別
名
飛

鳥
寺
、奈
良
に
移
っ
て
か
ら
は
元
興
寺
）

を
建
立
し
ま
し
た
。
こ
こ
の
飛
鳥
大
仏

が
、
ま
た
す
ば
ら
し
い
で
す
。

　
皆
さ
ま
も
、
ど
う
ぞ
奈
良
へ
お
出
か

け
に
な
っ
て
み
て
下
さ
い
。
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だ
が
、
カ
ラ
オ
ケ
道
場
で
絶
唱
し
、
心
身

と
も
に
ク
リ
ア
す
る
の
も
一
種
の
悟
り
の

境
地
と
考
え
れ
ば
、
あ
な
が
ち
間
違
っ
た

使
い
方
と
は
い
え
な
い
の
か
も
。

　（『
仏
教
の
こ
と
ば
』
早
わ
か
り
事
典
）

▼
枇
杷

　
当
方
に
は
、
ひ
と
り
生
え
の
枇び

わ杷
の

樹
が
二
本
あ
り
ま
す
。
一
昨
年
あ
た

り
か
ら
実
が
な
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。「
桃
栗
三
年
柿
八
年
枇
杷
は
早
く

て
十
三
年
」
と
い
い
ま
す
の
で
、
そ
れ

く
ら
い
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
小
さ
い

で
す
が
、
結
構
お
い
し
い
で
す
。

　
お
釈
迦
様
は
「
大
薬
王
樹
」
と
呼
ば

れ
、
葉
や
実
は
も
ち
ろ
ん
、
樹
ま
る
ご

と
に
色
々
な
薬
効
が
あ
る
と
か
。

◆
産
声
や
万
緑
の
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
孫
む
す
め
　
沐
魚

道
場
。
行ぎ

ょ
うに

取
り
か
か
る
こ
と
が
道
場
。

悟
り
を
求
め
る
心
が
道
場
」
以
下
、
情
け

深
さ
、
戒
め
を
保
つ
こ
と
、
耐
え
忍
ぶ
こ

と
、
努
め
励
む
こ
と
…
…
そ
う
し
た
心
の

状
態
を
保
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
悟
り
に
向

か
う
心
の
あ
り
よ
う
す
べ
て
が
道
場
だ
と

い
っ
た
。

　
こ
う
な
っ
て
は
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
と

い
っ
た
、
あ
る
一
定
の
場
所
ど
こ
ろ
の
問

題
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ど
ん
な
人
間

で
も
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
心
の
中
に
道

場
を
構
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
道
場
に
は
、
こ
の
よ
う
に
厳
し

い
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
語
は
、
中
国
、
日
本
に

伝
わ
る
に
つ
れ
、
修
行
の
た
め
の
別
堂
の

意
味
に
な
る
。
隋ず
い

の
煬よ
う
だ
い帝

が
、
当
時
の
中

国
の
寺
を
道
場
と
改
称
さ
せ
た
の
が
き
っ

か
け
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
来
、
道
場
の
場
は
巷ち
ま
たに
氾は
ん
ら
ん濫
す
る
の

◎
道
場

　
武
術
を
修
行
す
る
場
所
、
学
問
修
行
の

場
所
…
…
要
す
る
に
、
修
養
訓
練
を
目
的

と
す
る
場
所
を
、現
在
の
我
々
は
「
道
場
」

と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
の
語
の
源
に
は

も
っ
と
深
い
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
釈し
ゃ
か迦
は
、
三
十
五
歳
の
と
き
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
ー
で
悟
り
を
開
く
の
だ
が
、
こ
の
悟
り

の
場
（
梵ぼ
ん
ご語
で
ボ
ー
デ
ィ
・
マ
ン
ダ
）
こ

そ
が
ほ
ん
と
う
の
道
場
な
の
で
あ
る
。

　「
道
」
と
は
悟
り
を
意
味
す
る
。
し
た

が
っ
て
悟
り
を
開
い
た
場
所
イ
コ
ー
ル
道

場
で
あ
っ
て
、実
に
明
快
こ
の
う
え
な
い
。

　
し
か
し
『
維ゆ
い
ま
き
ょ
う

摩
経
』
に
は
つ
ぎ
の
よ
う

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
あ

る
日
釈
迦
の
弟
子
光こ
う
げ
ん
ど
う
じ

厳
童
子
が
維
摩
居こ

士じ

に
出
会
い
、「
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
？
」

と
た
ず
ね
る
。
す
る
と
維
摩
は
「
道
場
か

ら
来
た
」と
答
え
る
。「
道
場
は
ど
こ
か
？
」

と
た
ず
ね
る
と
、「
正
直
で
い
る
こ
と
が
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