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〔
中
国
南
北
朝
時
代
の
南
朝
の
〕
宋
に
お
け
る
元
嘉
年
間

(四
二
四
1
四
五
三
)
、
重
良
耶
舎
が
訳
す

私
〔
阿
難
は
か
つ
て
釈
尊
か
ら
〕
次
の
よ
う
に
聞
い
た
。
〔し

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
釈
尊
の
御
前
で
多
く
の
聴
衆
の
た
め

に
あ
ら
た
め
て
再
現
し
た
こ
と
が
あ
る
。〕
あ
る
時
、
釈
尊
が

か
も
、

〔
マ
ガ
ダ
国
の
都
〕
王
舎
城
〔
の
東
北
に
聾
え
る
〕
者
闇
幅
山

(
H

霊
鷲
山
)

の
山
中
に
お
ら
れ
て
、
総
勢
千
二
百
五
十
人
に
も
お

た
宇
っ
と
と
4
b

よ
ぶ
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
出
家
修
行
者
(
比
丘
)

そ
こ
に
は
〕

三
万
二
千
人
に
も
お
よ
ぶ

菩
薩
た
ち
も
い
て
、
〔
そ
の
中
で
も
〕
文
殊
菩
薩
が
リ
ー
ダ
ー
的

に
い
ら
し
た
。
〔また、

6 

な
存
在
で
あ
っ
た
。

さ
て
そ
の
頃
、
都
の
王
舎
城
内
に

一
人
の
王
子
が
い
た
。
そ

の
名
を
阿
閣
世
と
い
う
。
〔
王
子
は
〕
悪
友
の
提
婆
達
多
か
ら
〔
王

位
を
奪
う
よ
う
〕
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
〔
つ
い
に
彼
の
悪
企
み
に
〕

心
が
な
び
い
て
し
ま
っ
た
。
〔
そ
し
て
血
迷
っ
た
王
子
は
〕
父
で

あ
る
〔
マ
ガ
ダ
〕
国
王
・
頻
婆
裟
羅
を
拘
束
し
て
監
禁
し
、
〔
宮

殿
内
の
〕
七
重
に
も
壁
を
巡
ら
せ
た
室
内
に
留
置
し
た
の
で
あ

る
。
〔
し
か
も
〕
大
勢
い
る
家
臣
た
ち
を
制
止
し
て
、
〔
そ
こ
へ
は
〕

誰

一
人
と
し
て
近
付
か
せ
な
か
っ
た
。

〔
さ
て
〕
そ
の
国
の
王
妃
の
名
を
章
提
希
と
い
っ
た
。
〔
王
妃

章
提
希
は
夫
で
あ
る
〕
国
王
を
心
か
ら
敬
愛
し
て
お
り
、
〔
留
置

さ
れ
た
国
王
の
身
を
案
じ
、
〕
沫
浴
し
て

〔
心
身
を
〕
清
め
、
訴



研究成*骨4f'j'

蜜
に
〔
妙
っ
た
〕

小
麦
粉
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
も
の
を
〔
外
か
ら

見
え
な
い
よ
う
に
体
に
〕
塗
り
つ
け
、
〔
さ
ら
に
は
ま
た
〕
首
飾

り
や
何
や
ら
装
身
具
〔
の
ど
こ
か
〕
に
〔
こ
っ
そ
り
と
〕
ブ
ド

ウ
の
ジ
ュ
ー
ス
を
し
の
ば
せ
て
、
密
か
に
国
王
に
差
し
上
げ
た

の
で
あ
る
。

そ
の
時
、
国
王
は
小
麦
粉
入
り
の
酔
蜜
を
口
に
し
、
ブ
ド
ウ

の
ジ
ュ
ー
ス
を
飲
み
〔
終
え
る
と
〕
、
水
を
求
め
て
口
の
中
を
す

す
い
だ
の
だ
。
〔
そ
し
て
〕

口
を
す
す
ぎ
終
え
る
と
、
恭
し
く
合

掌
し
て
者
閣
帽
山
に
体
を
向
け
、
遥
か
に
ま
し
ま
す
釈
尊
に
向

か
っ
て
礼
拝
し
、
次
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
。
「
目
連
は
私
の
親

友
で
あ
る
。
お
願
い
だ
。
ど
う
か

〔わ
が
身
〕
を
哀
れ
み
、
〔
日

連
か
ら
〕
私
に
八
戒
を
授
け
さ
せ
て
欲
し
い
。」

す
る
と
〔
時
を
経
ず
し
て
〕
目
連
は
あ
た
か
も
鷹
や
隼
が
飛

ぶ
よ
う
に
し
て
瞬
く
問
に
国
王
の
も
と
へ
と
身
を
移
し
た
の
で

あ
る
。
国
王
は
〔
目
連
か
ら
〕
日
々
こ
の
よ
う
に
、
八
戒
を
授
か
っ

た
。
〔そ
れ
に
加
え
て
〕
釈
尊
は
ま
た
〔
説
法
第

一
と
調
わ
れ
る
〕

富
楼
那
尊
者
を
国
王
の
も
と
へ
遣
わ
し
て
説
法
さ
せ
た
の
で
あ

る

こ
う
し
て
い
る
聞
に
三
七

(二
十
こ

日
が
過
ぎ
て
い
き
、
国

王
は
酔
蜜
を
摂
り
、
教
え
を
聞
く
こ
と
も
で
き
て
い
た
の
で
、

顔
色
は
い
た
っ
て
和
や
か
で
喜
び
に
満
ち
て
い
た
。

〔
投
獄
し
て
か
ら
三
週
間
以
上
を
過
ぎ
た
の
で
、
〕
阿
閣
世
は

〔
牢
獄
の
〕
門
番
に
問
い
た
だ
し
て
み
た
。
「
〔
我
が
〕
父
で
あ
る

国
王
は
ま
だ
生
き
て
い
る
の
か
」
と
。

す
る
と
門
番
が

〔
次
の
よ
う
に
〕
申
し
上
げ
た
。
「
偉
大
な
る

〔阿
閤
世
〕
王
よ
。
〔
実
は
〕
王
妃
〔
章
提
希
〕
様
が
お
体
に
小

麦
粉
を
混
ぜ
た
師
蜜
を
塗
り
つ
け
、
首
飾
り
〔
な
ど
の
装
身
具

の
ど
こ
か
に
〕
ブ
ド
ウ
の
ジ
ュ
ー
ス
を
し
の
ば
せ
て

〔
頻
婆
裟

な羅

{聖 王
行に
者14 差
でし
あ上

白平
連元
やら
富れ
停ま
禁て
乞τニ r一一旬、

万二 さ
らら
飛に
ん霊
で験
きあ
てら
ベた
頻か

婆
裟
羅
〕
王
の
た
め
に
教
え
を
説
き
聞
か
せ
て
い
ま
す
。
〔
門
番

ご
と
き
に
は
〕
と
て
も
お
止
め
す
る
術
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。」

門
番
の
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
で
、

〔は
じ
め
て
事
の
次
第
を

知
っ
た
〕
阿
閤
世
は
母
に
対
し
て
怒
り
狂
い
、
そ
し
て
言
い
放
つ

た
。
「
我
が
母
〔
と
は
い
え
こ
の
者
〕
は
反
逆
者
で
あ
る
。反
逆
者
〔
で

あ
る
父
〕
に
く
み
し
た
か
ら
で
あ
る
。
目
連
や
富
楼
那
に
し
て

仏説観無量寿経7 



も
悪
人
で
あ
る
。
怪
し
げ
な
妖
術
を
駆
使
し
て
、
こ
の
悪
し
き

王
を
何
日
も
死
な
せ
ず
に
い
た
で
は
な
い
か
」
。
〔
こ
の
よ
う
に

一口
う
や
い
な
や
〕
子
に
万
を
取
り
、
自
ら
の
母
親
を
切
り
捨
て

ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
時
、
〔
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
〕
月
光
と
い
う
大
変
に
智

慧
深
く
経
験
豊
か
な
大
臣
が
、
者
婆
と
と
も
に
〔
阿
闇
世
〕
王

に
礼
拝
し
て

〔
次
の
よ
う
に
〕
申
し
上
げ
た
。

「
偉
大
な
る
王
よ
。
私
ど
も
が
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
言
い
伝
え
に

つ
い
て
聞
き
及
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
世
界
が
誕
生
し

て
以
来
、
こ
れ
ま
で
悪
し
き
王
〔
と
称
さ
れ
た
者
〕
は
大
勢
お

〔
王
で
あ
る
〕
父
を
殺
害
し

り
ま
し
て
、
国
王
の
位
を
欲
し
て

た
例
は
数
多
ご
ざ
い
ま
す
。
〔
し
か
し
な
が
ら
〕

い
ま
だ
か
つ
て

極
悪
非
道
に
も
母
親
を
殺
め
た
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
〔
も
し
今
、
大
〕
王
が
こ
の
よ
う
な
〔
決
し
て
許

さ
れ
な
い
〕
大
罪
を
犯
し
た
な
ら
ば
、
王
家
の
名
が
汚
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
〔
お
仕
え
す
る
〕
私
ど
も
に
は
〔
そ
の
よ
う
な
話
は
〕

聞
く
に
堪
え
ま
せ
ん
。
〔
こ
の
よ
う
な
所
業
は
〕
お
よ
そ
人
の
す

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〔
い
く
ら
大
王
と
は
い
え
、
そ
の
よ

う
な
人
は
も
は
や
君
主
と
は
仰
げ
ず
、
こ
れ
以
上
〕
こ
の
城
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
だ
く
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
」
と
。

8 

二
人
の
大
臣
は
こ
の
よ
う
に
言
い
終
え
る
と
、
剣
の
柄
に
手

を
か
け
、
〔
じ
り
じ
り
と
〕
後
退
し
た
。

〔
こ
れ
を
見
た
〕
阿
闇
世
王
は
〔
思
い
が
け
な
い
展
開
に
〕
驚

い
て
震
え
上
が
り
、
者
婆
に
対
し
て
「
汝
よ
。
〔
ま
さ
か
〕
余
を

見
捨
て
て
〔
父
王
に
寝
返
る
気
か
〕
」
と
訴
え
た
。

〔
す
る
と
〕
書
婆
が
〔
次
の
よ
う
に
〕
諌
言
し
た
。
「
偉
大
な

る
王
よ
。
ど
う
か

〔
怒
り
を
お
鎮
め
い
た
だ
き
、
〕
母
君
を
殺
め

て
は
な
り
ま
せ
ん
。」

王
は
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
〔
自
ら
の
所
業
を
〕
繊
悔
し
、

〔大

臣
た
ち
に
は
自
ら
を
〕
見
捨
て
な
い
よ
う
求
め
る
や
、
剣
を
捨

て
置
い
て
母
の
殺
害
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
。
〔
こ
の
よ
う
に
し
て
、

王
は
母
の
殺
害
を
思
い
と
ど
ま
り
は
し
た
が
〕
王
妃
に
仕
え
る

者
た
ち
に
命
令
し
て
、
〔
王
妃
を
〕
宮
殿
の
奥
深
く
に
閉
じ
込
め
、

二
度
と
〔
部
屋
か
ら
外
に
〕
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
王
妃
・
章
提
希
は
幽
閉
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、

p 
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た
く
心
が
傷
つ
き
、
身
も
や
つ
れ
は
て
て
し
ま
っ
た
。
〔
そ
し
て
〕

遠
く
者
間
帽
山
に
ま
し
ま
す
釈
尊
に
礼
拝
し
、
〔
思
わ
ず
〕
次
の

言
葉
を
口
に
し
た
。
「
〔
あ
あ
〕
釈
尊
よ
。
以
前
は
な
に
か
に
つ

け
阿
難
を
私
の
も
と
に
ご
機
嫌
伺
い
に
遣
わ
し
て
下
さ
い
ま
し

た
。
私
は
今
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
深
く
沈
み
込
ん
で
い
ま
す
。
〔誰

か
に
話
を
聞
い
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
が
、
〕
釈
尊
〔
、
あ
な
た

様
で
〕

は
あ
ま
り
に
も
尊
く
お
目
に
か
か
る
に
は
恐
れ
多
い
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
か
お
願
い
で
す
の
で
、
目
連
尊
者
と

阿
難
〔
尊
者
〕
に
お
目
に
か
か
れ
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。」
こ

の
よ
う
に
言
い
終
え
る
と
〔
こ
ら
え
き
れ
ず
に
〕
さ
め
ざ
め
と

泣
き
な
が
ら
、
遥
か
に
ま
し
ま
す
釈
尊
に
向
か
っ
て
〔
も
う

一
度〕

礼
拝
し
た
の
で
あ
る
。

〔
す
る
と
〕
釈
尊
は
章
提
希
が
頭
を
上
げ
る
前
に
も
う
、
者
間

幅
山
に
あ
り
な
が
ら
彼
女
の
心
の
う
ち
を
お
知
り
に
な
り
、
す

ぐ
さ
ま
目
連
尊
者
と
〔
私
〕
阿
難
に
お
命
じ
に
な
っ
て
〔
私
た

ち
二
人
を
〕
宮
殿
〔
の
章
提
希
の
も
と
〕

へ
と
空
を
飛
ん
で
来

さ
せ
た
。
〔
そ
の

一
方
で
〕
釈
尊
も
〔
ま
た
〕
書
閣
帽
山
か
ら
姿

を
消
し
、
宮
殿
〔
の
章
提
希
の
も
と
〕

へ
と
お
姿
を
現
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
章
提
希
が
礼
し
終
え
て
頭
を
上
げ
て
み
る
と
、

釈
尊
の
お
姿
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
〔
釈
尊
は
〕
紫
を
帯
び

た
金
色
に
〔
光
り
輝
き
〕
、
百
種
類
も
の
宝
玉
〔
で
ま
ば
ゆ
く
彩

ら
れ
た
〕
蓮
の
花
の
上
に
お
座
り
に
な
っ
て
い
た
。
〔
そ
し
て
〕

目
連
を
左
側
に
、
阿
難
を
右
側
に
従
え
、
〔
ま
た
〕
空
中
で
は
帝

釈
天
や
党
天
、
世
を
護
る
神
々

(
四
天
王
)
が
天
界
に
咲
く
花

を
満
遍
な
く
撒
き
降
ら
し
て
〔
釈
尊
を
〕
供
養
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

章
提
希
は
〔
思
い
が
け
ず
も
〕
釈
尊
〔
の
お
姿
〕
を
目
に
し
て
、

〔
我
を
失
い
〕
自
ら
首
飾
り
を
引
き
ち
ぎ
り
、
地
面
に
倒
れ
込
ん

で
号
泣
し
た
。
〔
そ
し
て
〕
釈
尊
に
〔
思
い
の
た
け
を
〕
さ
ら
け

出
し
た
。
「
釈
尊
よ
。
私
は
前
世
に

一
体
ど
の
よ
う
な
罪
を
犯
し

た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
悪
人
を
産
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
〔
い
い
え
、
そ
れ
よ
り
も
〕
釈
尊
よ
、
あ
な
た
は
ま
た

体
ど
ん
な
因
縁
が
あ
っ
て
、
〔
あ
の
憎
む
べ
き
〕
提
婆
達
多
と
従

弟
同
士
で
あ
り
、
師
弟
な
の
で
し
ょ
う
か
。」

〔
章
提
希
は
さ
ら
に
続
け
て
言
っ
た
。〕

「
釈
尊
よ
、
ど
う
か
お
願
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
た
め
に
ど
こ

仏説観無量寿経9 



で
も
結
構
で
す
の
で
悩
み
苦
し
み
が
な
い
世
界
を
説
き
示
し
下

さ
い
ま
せ
。
私
は
〔
そ
こ
に
〕
往
生
い
た
し
ま
す
。
私
た
ち
が

住
む
こ
の
汚
れ
き
っ
た
悪
し
き
世
界
に
は
、
〔
も
う
こ
れ
以
上
〕

い
た
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
汚
れ
き
っ
た
悪
し
き
世
界
に
は

地
獄
や
餓
鬼
や
畜
生
〔
の
苦
し
み
が
〕
満
ち
溢
れ
、
善
か
ら
ぬ

輩
が
数
多
く
住
ん
で
い
ま
す
。
お
願
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は

こ
の
先
、
悪
し
き
出
来
事
の
話
な
ど
聞
き
た
く
も
あ
り
ま
せ
ん

し
、
悪
業
を
な
す
人
々
も
ま
た
見
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、
釈

尊
の
御
前
に
て
全
身
を
地
に
投
げ
出
し

〔
礼
拝
し
て
〕
、
御
慈
悲

を
乞
う
て
憐
悔
い
た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
、

の
如
き
釈
尊
よ
、
私
に
〔
仏
道
と
い
う
〕
清
ら
か
な
修
行
か
ら

お
願
い
で
す
。
太
陽

造
ら
れ
た

〔
清
ら
か
な
〕
世
界
を
目
の
当
た
り
に
お
見
せ
下
さ

い
ま
せ
。」

〔
す
る
と
〕
そ
の
時
、
釈
尊
は
眉
間
〔
の
自
宅
〕

か
ら
光
明
を

放
た
れ
た
。
金
色
に
輝
く
そ
の
光
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
世
界
を

余
す
と
こ
ろ
な
く
照
ら
し
出
し
、
〔
そ
の
光
は
〕
釈
尊
の
頭
上
に

〔
再
び
〕
戻一
り
、
あ
た
か
も
須
弥
山
さ
な
が
ら
の
金
色
の
高
台
と

な
っ
た
。
〔
そ
し
て
〕
様
々
な
み
仏
の
清
ら
か
で
妙
な
る
国
土
が

そ
の
高
台
の
中
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
あ
る
国
土
は
七
種
の

10 

宝
玉
(
七
宝

で
造
ら
れ
、
ま
た
あ
る
国
土
は

一
面
に
蓮
華
が

咲
き
誇
り
、
ま
た
あ
る
国
土
は
〔
荘
厳
に
お
い
て
〕
他
化
自
在

天
の
宮
殿
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
国
土
は
水
晶
で
で
き
た

鏡
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
〔
そ
の
他
〕
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
仏
国
土
が

そ
の
中
に
現
れ
た
。
こ
う
し
た
数
限
り
な
い
仏
の
国
々
は
荘
厳

が
目
を
見
張
る
ば
か
り
の
美
し
さ
で
、
〔
章
提
希
に
と
っ
て
ま
さ

に
〕
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
〔
そ
う
し
た
国
々

を
釈
尊
は
〕
章
提
希
に
見
せ
た
の
で
あ
る
。

〔
様
々
な
仏
国
土
を
目
の
当
た
り
に
し
た
〕
章
提
希
は
、
そ
の

時
、
〔
次
の
よ
う
に
〕
釈
尊
に
申
し
上
げ
た
。
「
釈
尊
よ
。
こ
れ

ら
の
仏
国
土
は
い
ず
れ
も
清
ら
か
で
光
明
に
溢
れ
て
い
ま
す
が
、

私
は
今
、
極
楽
世
界
に
ま
し
ま
す
阿
弥
陀
仏
の
み
も
と
に
生
ま

れ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
釈
尊
よ
、
ど
う
か
お
願
い
で
す
。
〔
こ
の

極
楽
の
〕
光
景
を
私
の
心
に
と
ど
め
さ
せ
て
下
さ
い
。
今
こ
こ

に
い
な
が
ら
に
し
て
私
に
〔
極
楽
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
〕
体
感

さ
せ
て
下
さ
い
。」

〔
そ
の
言
葉
を
聞
き
終
え
る
と
〕
釈
尊
は
た
ち
ま
ち
微
笑
み
、
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そ
の
口
か
ら
五
色
の
光
を
放
た
れ
て
、
そ
の
ひ
と
す
じ
ひ
と
す

じ
の
光
が
〔
牢
獄
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
〕
頻
婆
裟
羅
王
を
頭
上

か
ら
照
ら
し
出
し
た
。

〔
す
る
と
〕
そ
の
時
、
大
王
〔
頻
婆
裟
羅
〕
は
幽
閉
さ
れ
な
が

ら
も
心
の
眼
〔
が
開
き
〕
、
あ
ら
ゆ
る
障
害
が
消
え
去
っ
て
、
遠

く
向
こ
う
に
ま
し
ま
す
釈
尊
〔
の
姿
〕
を
見
奉
っ
た
。
〔
大
王
が
〕

額
を
地
に
つ
け
礼
拝
す
る
と
自
然
と
〔
善
行
の
功
徳
が
〕
増
大

し
、
〔
来
世
に
は
天
界
に
生
ま
れ
て
覚
り
を
聞
く
と
い
う
〕
阿
那

含
〔
果
〕
(
不
還
果
)

の
境
地
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で

〔は
じ
め
て
〕
釈
尊
が
章
提
希
に
語
り
出
し
た
。

「〔章
提
希
よ
、
〕
そ
な
た
に
は
今
、
分
か
る
だ
ろ
う
か
、
ど
う

だ
ろ
う
か
。
こ
の
世
界
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
と
こ
ろ
ま
で
、
〔
そ
れ

ほ
ど
〕
遠
く
は
な
い
こ
と
を
。
そ
な
た
は
〔
阿
弥
陀
仏
と
極
楽

世
界
に
〕
思
い
を

〔募
ら
せ
〕
集
中
さ
せ
、
極
楽
世
界
を
は
っ

き
り
と
目
の
当
た
り
に
し
な
さ
い
。
〔そ
う
す
れ
ば
そ
の
こ
と

が
、
〕
仏
道
を
歩
み
出
す
こ
と
と
な
る
の
だ
。
私
は
今
、
そ
な
た

の
た
め
に
は
様
々
な
教
え
を
幅
広
く
説
き
明
か
し
て
お
こ
う
。

ま
た
未
来
の
世
の
、
煩
悩
に
縛
ら
れ
た
人
々
の
誰
で
あ
っ
て
も

仏
道
を
歩
も
う
と
す
る
者
に
は
、
西
方
極
楽
世
界
へ
と
往
生
で

き
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
よ
う
。
極
楽
往
生
を
願
う
な
ら
ば
、

三

種
の
す
ぐ
れ
た
仏
道
(
三
福
)
を
実
践
す
べ
き
で
あ
る
。

に
は
親
孝
行
に
励
み
、
指
導
者
や
先
輩
に
仕
え
敬
い
、
慈
し
み

の
心
を
絶
や
さ
ず
不
殺
生
に
努
め
、
十
善
業
を
修
め
る
こ
と
で

あ
る
。
二

つ
に
は
仏
・
法
・
憎
の
三
宝
に
帰
依
し
た
上
で
、
戒

律
を
た
も
ち
、
行
い
を
正
し
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
三

つ
に
は

仏
に
な
ろ
う
と
決
心
し
、
因
果
の
道
理
を
深
く
信
じ
て
、
大
乗

経
典
を
読
諦
し
、
人
々
に
仏
道
を
歩
む
よ
う
に
と
勧
め
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
し
た
三
種
の
実
践
を
仏
道
と
い
う
の
で
あ
る
。」

〔続
け
て
〕
釈
尊
が
章
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「そ
な
た
は
今
、
分
か
っ
た
だ
ろ
う
か
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ

う
し
た
三
種
の
実
践
は
、
過
去
・
未
来
、
そ
し
て
現
在
の
三
世

の
諸
仏
に
と

っ
て
も
覚
り
を
得
る
た
め
の
仏
道
で
あ
る
の
だ
」

と
釈
尊
は
〔
さ
ら
に
〕
阿
難
と
章
提
希
に
向
か

っ
て
仰
せ
に
な

っ

た
。「し

っ
か
り
と
お
聞
き
な
さ
い
。
し
っ
か
り
と
お
聞
き
な
さ つ

仏説観無量寿経11 



ぃ
。
よ
く
よ
く
考
え
て
正
し
く
理
解
し
な
さ
い
。
仏
た
る
私
は

今
、
煩
悩
と
い
う
賊
人
に
よ
っ
て
激
し
く
傷
つ
け
ら
れ
て
し
ま

う
未
来
世
の
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
た
め
に
、
清
ら
か
な
仏
道
修
行

を
説
き
明
か
そ
う
。
そ
れ
で
い
い
の
だ
。
章
提
希
よ
、
〔
乙
の
極

楽
の
光
景
を
私
の
心
に
と
ど
め
さ
せ
て
下
さ
い
。
今
こ
こ
に
い

な
が
ら
し
に
し
て
私
に
極
楽
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
実
感
さ
せ
て

下
さ
い
と
、
〕
よ
く
ぞ
こ
の
よ
う
に
聞
い
て
く
れ
た
。
阿
難
よ
。

そ
な
た
は
こ
れ
か
ら
私
が
述
べ
る
こ
と
を
よ
く
心
に
と
ど
め
て
、

多
く
の
人
々
の
た
め
に
私
の
言
葉
を
説
き
弘
め
よ
。
仏
た
る
私

は
今
、
意
提
希
と
未
来
世
の
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
西
方
極
楽
世
界

を
見
え
る
よ
う
に
導
こ
う
。
〔
彼
ら
は
〕
仏
の
〔
目
に
見
え
な
い
〕

力
に
よ
っ
て
、
ま
る
で

一
点
の
曇
り
も
な
い
鏡
で
自
ら
の
顔
を

見
る
か
の
よ
う
に
、
〔
極
楽
と
い
う
〕
清
ら
か
な
世
界
が
見
え
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
世
界
の
え
も
言
わ
れ
ぬ
ほ
ど
心

地
よ
く
な
る
光
景
を
目
の
当
た
り
に
す
れ
ば
、
〔
必
ず
〕
心
の
底

か
ら
歓
喜
が
湧
き
起
こ
る
の
で
、
そ
の
時
に
は
無
生
法
忍
と
い

う
境
地
を
得
る
だ
ろ
う
」
と
。

〔
再
び
〕
釈
尊
は
章
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
そ
な
た
は
〔
煩
悩
に
縛
ら
れ
た
〕
凡
夫
な
の
だ
。
〔
自
分
の

12 

力
で
極
楽
を
〕
心
に
描
こ
う
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
能
力
は

な
い
。
〔加
え
て
〕

天
眼
と
い
う
神
通
力
を
具
え
て
も
い
な
い
か

ら
、
遠
く
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
〔
だ
が
、
〕
私
も

含
め
仏
た
る
者
に
は
、

そ
な
た
が
〔
極
楽
世
界
を
〕
見
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
特
別
な
手
立
て
が
あ
る
の
だ
」
と
。

す
る
と
章
提
希
が
釈
尊
に
申
し
上
げ
た
。

「
釈
尊
よ
。
私
の
場
合
、
今
や
釈
尊
の

〔
目
に
見
え
な
い
〕
力

に
よ
っ
て
極
楽
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
〔
し
か
し
〕

も
し
も
釈
尊
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
の
多
く
の
衆
生
は
、
悪
が
は

び
こ
り
善
が
滅
ぶ
、
濁
り
き
っ
た
世
の
中
で
五
種
の
苦
し
み
に

お
び
や
か
さ
れ
ま
す
。
〔
そ
の
よ
う
な
中
で
〕
ど
の
よ
う
に
し
て

阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
を
見
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
」
。

(第

一
観
)

〔
そ
こ
で
〕
釈
尊
が
章
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
そ
な
た
や
〔
未
来
の
人
々
も
含
め
た
〕
衆
生
は
余
計
な
こ
と

は
何
も
考
え
ず
、
意
識
を

一
方
向
に
集
中
さ
せ
て
、
〔
と
も
か
く
〕

西
の
方
角
を
想
い
な
さ
い
。
〔
で
は
〕
ど
う
や
っ
て
想
い
始
め
る
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の
か
。
そ
も
そ
も
〔
西
を
〕
想
い
始
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
は

誰
で
あ
れ
目
が
不
自
由
で
な
い
限
り
は
、
み
な
そ
の
日
で
〔
西

の
彼
方
に
〕
沈
ん
で
い
く
太
陽
を
見
な
さ
い
。
〔
そ
し
て
、
そ
の

太
陽
が
〕
脳
裏
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
。
〔
つ
ま
り
〕

姿
勢
正
し
く
座
っ
て
西
に
向
か
い
、
脳
裏
の
太
陽
を
リ
ア
ル
に

観
察
し
な
さ
い
。
〔
そ
の
際
〕
脳
裏
に
そ
の
太
陽
ば
か
り
が
浮
か

ぶ
状
態
を
保
ち
、
そ
の
他
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
こ
な
い
よ

う
に
し
な
さ
い
。
〔
し
か
も
〕
沈
み
行
く
〔
脳
裏
の
〕
太
陽
の
形

を
、
ま
る
で
ぶ
ら
下
が

っ
て
い
る
〔
真
ん
丸
の
〕
太
鼓
で
あ
る

か
の
よ
う
に
見
な
さ
い
。
〔
そ
の
〕
太
陽
を
見
終
わ
っ
た
な
ら
ば

目
を
閉
じ
て
い
て
も
、
目
を
開
け
て
い
て
も
、

い
つ
で
も
〔
そ

の
太
陽
が
〕
鮮
明
で
あ
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。

こ
れ
が
日
想
〔
と
い
う
修
行
〕
で
あ
り
、
初
観
と
い
う
の
で
あ
る
。

(第
二
観
)

〔
で
は
〕
次
に
水
を
想
い
始
め
よ
。
〔
ま
ず
〕
水
が
波
紋
ひ
と

つ
な
く
澄
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
同
時
に
〔
脳
裏
で
そ
れ
を
〕

鮮
明
に
し
て
心
が
乱
れ
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
〔
こ
の
よ
う
に
し

て
〕
水
を
見
終
え
た
な
ら
ば
、
〔
そ
の
脳
裏
の
〕
水
を
氷
に
変
化

さ
せ
よ
。
そ
の
氷
が
透
き
通
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
〔
そ
の
氷
が

そ
の
ま
ま
〕
瑠
璃
で
あ
る
と
想
い
始
め
よ
。
〔
そ
し
て
〕
そ
う
想

う
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
瑠
璃
の
大
地
が
表
面
も
内
側
も
透

き
通
っ
て
い
る
の
を
見
よ
。
〔
そ
の
大
地
の
〕
下
で
は
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
の
よ
う
に
硬
く
、
金
を
は
じ
め
と
す
る
七
種
の
宝
玉
で
で

お

き
て
い
る
宝
瞳
が

〔
そ
の
〕
瑠
璃
の
大
地
を
支
え
て
い
る
。
そ

の
宝
瞳
は
八
面
八
角
で
あ
り
、

一
つ
一
つ
の
面
に
は
百
種
類
も

の
宝
玉
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

一
つ
一
つ
の
宝
玉
に

千
す
じ
も
の
光
明
が
あ
る
。
〔
さ
ら
に
〕

一
つ
一
つ
の
光
明
に
は

八
万
四
千
も
の
色
彩
が
具
わ
っ
て
い
て
、
〔
そ
れ
が
〕
瑠
璃
の
大

地
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
〔
そ
の
輝
き
は
〕
あ
た
か
も
太
陽
が

一
千
億
も
あ
る
よ
う
で
と
て
も
〔
そ
の
〕
す
べ
て
を
見
尽
く
せ

る
も
の
で
は
な
い
。
〔
一
方
〕
瑠
璃
の
大
地
の
表
面
は
、

〔
何
本

も
の
〕
黄
金
の
縄
で
縦
横
に
地
劃
さ
れ
て
い
る
。
〔
そ
し
て
〕
七

宝
を
用
い
て
境
界
線
と
し
、
地
劃
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
区
画
が

明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
。〔
境
界
線
と
な
っ
た
七
〕
宝
の

一
つ

つ
は
五
百
色
も
の
光
を
放
ち
、
そ
の
光
は
〔
空
に
向
か
っ
て
咲

く
〕
花
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た

〔
夜
空
に
輝
く
〕
星
や
月
の
よ

仏説観無量寿経13 



う
で
あ
る
。
〔
さ
ら
に
宝
玉
か
ら
放
た
れ
〕
虚
空
に
伸
び
た
光
は
、四

〔
そ
の
ま
ま
〕
光
明
の
台
と
な
る
。
〔
そ
の

一
つ
一
つ
の
台
に
〕

楼
閣
が
あ
り
、
〔
そ
の
数
は
〕

一
千
万
に
も
及
び
、
〔
そ
れ
ぞ
れ
〕

百
種
も
の
宝
玉
で
で
き
て
い
る
。
そ
の
台
の
両
側
は
そ
れ
ぞ
れ

花
を
あ
し
ら
っ
た
百
億
の
宝
障
と
数
限
り
な
い
楽
器
で
飾
り
立

て
ら
れ
て
い
る
。
〔
そ
し
て

一
つ
一
つ
の
台
の
〕
輝
き
か
ら
八
種

類
の
清
ら
か
な
風
が
生
み
出
さ
れ
、
〔
そ
の
風
が
〕
こ
れ
ら
の
楽

器
を
奏
で
、
そ
の
音
が
苦

・
空
・
無
常
・
無
我
〔
と
い
う
仏
の

教
え
を
〕
表
し
て
い
る
。

こ
れ
が
水
想
〔
と
い
う
修
行
〕

で
あ
り
、
第
二
観
と
い
う
の

で
あ
る
。

(第
三
観
)

こ
う
し
た
〔
水
〕
想
が
完
成
す
る
時
に
は
、
〔
そ
の
〕
一
つ

一
つ
〔
の

様
相
〕
を
極
め
て
明
瞭
な
映
像
と
し
て
目
の
当
た
り
に
し
な
さ

ぃ
。
〔
そ
し
て
〕
目
を
閉
じ
て
い
て
も
、
目
を
開
け
て
い
て
も
、
〔
そ

れ
ら
の
映
像
を
〕
散
失
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
睡
眠
中
以
外
は
、

い
つ
で
も
そ
れ
ら
〔
の
映
像
〕
を
脳
裏
に
刻
ん
で
お
き
な
さ
い
。

そ
の

〔映
像
を
〕
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
を
あ
ら
ま
し
に
極
楽
世

界
の
大
地
を
見
る
と
い
う
。
〔
さ
ら
に
〕

三
昧
の
境
地
を
得
る
に

14 

至
る
と
、
極
楽
世
界
の
大
地
が
細
部
ま
で
は

っ
き
り
と
見
え
る

よ
う
に
な
る
。
〔
た
だ
し
、
そ
れ
は
〕
と
て
も
説
き
尽
く
す
こ
と

は
で
き
な
い
。

こ
の
こ
と
が
地
想
〔
と
い
う
修
行
〕

で
あ
り
、
第
三
観
と
い

う
の
で
あ
る
。」

〔
そ
こ
で
〕
釈
尊
が
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
そ
な
た
は
〔
今
、
私
が
示
し
た
〕
言
葉
を
胸
に
刻
ん
で
お
け
。

苦
し
み
か
ら
脱
し
た
い
と
願
う
未
来
世
の
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
た

め
に
、
こ
の
〔
極
楽
世
界
の
大
地
を
目
の
当
た
り
に
す
る
〕
観

地
の
法
を
説
き
示
せ
。
も
し
こ
の
〔
極
楽
世
界
の
〕
大
地
を
〔
居

な
が
ら
に
し
て
〕
目
の
当
た
り
に
し
た
人
は
、

八
十
億
劫
と
い

う
〔
と
て
つ
も
な
く
永
い
時
間
、
〕
生
死
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な

る
罪
の
報
い
さ
え
除
か
れ
、
〔
そ
の
〕
身
を
裟
婆
世
界
に
捨
て
置

い
て
、
必
ず
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
の
で
あ
る
。
〔
私
の
教
え
に

対
し
〕
心
に
疑
い
を
抱
か
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
こ
の
〔
第
三
地

想
〕
観
を
修
め
る
こ
と
を
正
観
と
い
い
、
も
し
〔
私
が
示
し
た
以
〕

外
の
も
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
邪
観
と
い
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う
の
で
あ
る
。」

(
第
四
観
)

〔
次
に
〕
釈
尊
は
〔
あ
ら
た
め
て
〕
阿
難
と
章
提
希
〔
の
二
人〕

に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
さ
て
〕
地
想
が
完
成
し
た
な
ら
ば
、
次
に
宝
樹
を
目
の
当

た
り
に
し
な
さ
い
。
宝
樹
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
い
う
の
は

一
本
の
樹
の
細
部
に
至
る
ま
で
目
の
当
た
り
に
し
、
〔
そ
し
て
そ

の
一
本

一
本
は
〕
七
種
の
宝
玉
か
ら
な
り
、
し
か
も
列
を
な
し

て
整
然
と
並
ん
で
い
る
様
子
を
想
い
描
く
こ
と
で
あ
る
。一

本

部

一
本
の
樹
の
高
さ
は
八
千
由
旬
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
宝
樹
に
は

七
種
の
宝
玉
で
で
き
た
花
や
葉
の
具
わ
っ
て
い
な
い
も
の
な
ど

:、
a
o

J
ω
L
 

一
つ
一
つ
の
花
や
葉
〔
な
ど
〕
は

〔
自
身
と
は
〕
異
な

る
宝
の
輝
き
を
放
っ
。
〔
具
体
的
に
は
〕
瑠
璃
色
の

〔
も
の
の
〕

中
か
ら
金
色
の
輝
き
が
放
た
れ
、
水
晶
色
の

〔
も
の
の
〕
中
か

ら
紅
色
の
輝
き
が
放
た
れ
、
璃
噛
色
〔
の
も
の
〕

か
ら
は
陣
喋

員
の
白
い
輝
き
が
放
た
れ
、
陣
喋
色
の
〔
も
の
の
〕
中
か
ら
緑

真
珠
の
輝
き
が
放
た
れ
て
い
る
。
〔
そ
れ
、ば
か
り
か
、
宝
樹
の

本

一
本
は
〕
珊
瑚
や
琉
泊
な
ど
あ
ら
ゆ
る
宝
玉
で
き
ら
め
い
て

い
る
。
〔
加
え
て
〕
樹
々
の
上
〔
空
〕
に
は
え
も
言
わ
れ
ぬ
ほ
ど

美
し
い
真
珠
で
で
き
た
網
が
覆
い
被
さ
っ
て
い
る
。

本

本

の
樹
々
の
上
空
で
、
〔
そ
の
〕
網
は
七
段
重
ね
に
な
っ
て
い
る
の

だ
。
〔
七
段
重
ね
の
〕
網
の

一
重

一
重
の
聞
に
は
え
も
言
わ
れ
ぬ

ほ
ど
美
し
い
花
々
で
彩
ら
れ
た
宮
殿
が
五
百
億
も
あ
り
、
〔
そ
れ

ら
は
み
な
〕
ま
る
で
〔
神
々
の

4

主
で
あ
る
〕
党
天
王
の
宮
殿
の

ょ
う
で
あ
る
。
〔
そ
の
宮
殿
の
〕
中
に
は
多
く
の
天
童
子
た
ち
が

何
の
違
和
感
も
な
く
い
て
、

そ
の
童
子

一
人

一
人
は
帝
釈
天
が

身
に
着
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
宝
珠
(
稗
迦
毘
拐
伽
摩
尼
賓
)
を

五
百
億
連
ね
て
首
飾
り
〔
な
ど
の
装
身
具
〕
に
し
て
い
る
。
そ

の
宝
珠
の
輝
き
は

〔
周
囲
〕
百
由
旬
を
照
ら
し
出
し
、
〔
そ
れ
は
〕

さ
な
が
ら
太
陽
や
月
を
百
億
分
集
め
た
舷
さ
で
、
〔
も
は
や
〕
何

と
名
付
け
れ
ば
良
い
の
か
さ
え
分
か
ら
な
い
。
〔
そ
の
光
に
は
〕

様
々
な
宝
玉
の
輝
き
が
織
り
込
ま
れ
て
い
て
、
〔
あ
ら
ゆ
る
〕
色

彩
の
中
で
最
も
す
ぐ
れ
た
色
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宝
樹

の
並
木
が

一
列

一
列
、
整
然
と
並
ん
で
い
て
、
〔
枝
先
の
〕
葉
は

〔
隣
の
樹
の
〕
葉
と
き
れ
い
に
重
な
り
な
が
ら
、
生
い
茂
っ
た
葉

の
問
に
は
え
も
言
わ
れ
ぬ
ほ
ど
美
し
い
花
々
が
〔
次
々
と
〕
咲

仏説観無量寿経15 



き
、
〔
そ
の
〕
花
の
上
に
は
七
種
の
宝
玉
で
で
き
た
果
実
が
何
の

違
和
感
も
な
く
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
宝
樹
の
葉

一
枚

一
枚

は
縦
横
と
も
に
二
十
五
由
旬
で
あ
り
、
そ
の
葉
に
は
千
種
も
の

色
彩
が
あ
り
、
〔
そ
こ
に
〕
百
種
も
の
文
様
が
具
わ
っ
て
い
て
、
〔
そ

れ
は
ま
る
で
〕
神
々

〔
が
身
に
つ
け
る
〕
装
飾
品
の
よ
う
で
あ

る
。
〔
ま
た
宝
樹
に
は
〕
え
も
言
わ
れ
ぬ
ほ
ど
美
し
い
花
々
が
咲

い
て
い
て
、
〔
そ
れ
ら
は
金
の
中
で
も
最
も
高
貴
な
色
彩
と
さ
れ

る
〕
閤
浮
檀
金
の
色
を
し
て
お
り
、
ま
る
で
〔
暗
閣
の
中
で
火

種
を
ク
ル
ク
ル
と
旋
し
て
で
き
る
〕
火
の
輪
の
よ
う
に
〔
生
い

茂
る
〕
葉
の
聞
を
巡
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
さ
ら
に
ま
た
〕
涌

き
出
す
よ
う
に
現
れ
る
た
く
さ
ん
の
木
の
実
は
〔
み
な
〕
帝
釈

天
が
所
持
す
る
瓶
の
よ
う
で
あ
る
。
〔
そ
の
実
か
ら
は
〕
大
い
な

る
光
明
が
放
た
れ
て
お
り
、

〔そ
の
光
が
〕
随
幡
や
宝
玉
で
飾
つ

た
数
限
り
な
い
天
蓋
(
イ
ン
ド
風
日
傘
)

に
変
化
す
る
の
。
〔そ

し
て
〕
こ
の
天
蓋
の
中
に
は
、
あ
ま
た
の
大
宇
宙
に
お
け
る

一

切
の
仏
の
振
る
舞
い
が
映
し
出
さ
れ
、

〔
加
え
て
〕
あ
ら
ゆ
る
仏

の
世
界
も
ま
た
そ
の
中
に
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
樹
を
〔
ま
じ
ま
じ
と
〕
目
の
当
り
に
し
終
え
た

な
ら
ば
、
ま
た
あ
ら
た
め
て
〔
今
説
い
た
〕
次
第
に
従
っ
て、

16 

こ
の

〔
樹
に
つ
い
て
〕

ひ
と
つ
ひ
と
つ
目
の
当
り
に
せ
よ
。
樹

の
幹
・枝
・葉
・
花
・実
と
目
の
当
り
に
し
、
そ
れ
ら
が
み
な
は
つ

き
り
と
見
え
る
よ
う
に
せ
よ
。

こ
れ
が
樹
想
〔
と
い
う
修
行
〕

で
あ
り
、
第
四
観
と
い
う
の

で
あ
る
。

(
第
五
観
)

〔
樹
想
の
〕
次
に
は
水
に
つ
い
て
想
い
描
き
な
さ
い
。
水
に
つ

い
て
想
い
描
く
と
は
〔
次
の
こ
と
を
想
い
描
く
の
で
あ
る
〕
。
極

楽
世
界
に
は
池
が
あ
り
、
〔
そ
こ
に
は
〕
八
〔
種
の
功
徳
を
具
え

た
〕
水
が
満
ち
て
い
る
。
〔
そ
う
し
た
池
が
あ
ま
た
あ
り
、
そ
の
〕

一
つ
一
つ
の
池
の
水
は
七
種
の
宝
で
で
き
て
い
る
。
そ
の
宝

〔で

で
き
た
水
〕
は
柔
ら
か
で
、
〔
そ
れ
ぞ
れ
の
池
の
中
央
に
あ
る
宝

玉
の
王
の
〕
知
意
珠
玉
か
ら
湧
き
出
て
い
る
。
〔
そ
の
宝
の
水
は

池
か
ら
溢
れ
て
〕
十
四
の
支
流
と
な

っ
て
流
れ
出
し
、

そ
の

つ
一
つ
の
支
流
は
七
種
の
宝
玉
の
輝
き
を
放
っ
。
そ
の

〔水
が

流
れ
る
〕
溝
は
黄
金
で
で
き
て
お
り
、
溝
の
底
に
は
様
々
な
色

彩
に
光
り
輝
く
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
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れ
ぞ
れ
の
支
流
の
中
に
は
〔
や
は
り
〕
七
種
の
宝
玉
で
で
き
た

蓮
の
花
が
六
十
億
も
咲
き
誇
り
、
〔
そ
の
〕

一
つ
一
つ
の
蓮
の
花

は
ふ
っ
く
ら
と
真
ん
丸
で
〔
直
径
が
〕
ち
ょ
う
ど
十
二
由
旬
も

あ
る
。
そ
の
如
意
珠
玉
か
ら
湧
き
出
た

〔
宝
の
〕
水
は
、
〔
蓮
の
〕

花
々
の
聞
に
流
れ
込
み
、
〔
さ
ら
に
〕
宝
樹
を
っ
た
っ
て
上
下
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の

〔
時
の
水
の
〕
音
は
警
え
よ
う
も
な
い
ほ

ど
素
晴
ら
し
く
、
苦
・
空

・無
常
・
無
我
・
諸
波
羅
蜜
〔
の
教
え
〕

を
説
き
表
わ
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
み
仏
が
た
の
お
姿
を
褒
め

讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
池
の
中
央
で
は
水
を
湧
き
出
し
て
い

る
〕
如
意
珠
玉
か
ら
金
色
に
輝
く
え
も
言
わ
れ
ぬ
ほ
ど
美
し
い

光
明
が
ほ
と
ば
し
り
、
そ
の
光
が
百
種
も
の
宝
玉
の
色
に
輝
く

鳥
た
ち
と
な
っ
て
、
心
に
染
み
わ
た
る
美
し
い
鳴
き
声
で
絶
え

ず
念
仏

・
念
法

・
念
僧
〔
の
教
え
〕
を
称
讃
し
て
い
る
。

こ
れ
が
八
功
徳
水
の
想
〔
と
い
う
修
行
〕

で
あ
り
、
第
五
観
と

い
う
の
で
あ
る
。

(
第
六
観
)

〔
次
に
〕
様
々
な
宝
玉
で
彩
ら
れ
た
〔
極
楽
〕
世
界
の
大
地
の

〔地
割
り
さ
れ
た
〕

一
区
画

一
区
画
に
、
宝
玉
で
で
き
た
楼
閣
が

五
百
億
棟
も
あ
る
。
そ
れ
ら
楼
閣
の
中
で
は
数
限
り
な
い
天
界

の
神
々
た
ち
が
、
天
界
の
音
楽
が
流
れ
る
中
で
舞
い
踊
っ
て
い

る

一
方
、
〔
楼
閣
の
外
で
は
〕
ま
る
で
天
界
の
宝
艦
の
よ
う
に

空
中
に
〔
数
々
の
〕
楽
器
が
浮
か
ん
で
い
て
、
触
れ
も
し
な
い

の
に
ひ
と
り
で
に
鳴
り
響
い
て
い
る
。
〔
し
か
も
〕
そ
れ
ら
の
音

lま

い
ず
れ
も
念
仏
・
念
法
・
念
憎
の
教
え
を
説
き
表
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

〔
あ
り
さ
ま
を
〕
想
い
描
き
終
え
た

な
ら
ば
、
〔
そ
の
こ
と
を
〕
極
楽
世
界
の
宝
樹
・
宝
地

・
宝
池
を

あ
ら
ま
し
見
る
こ
と
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
が
総
観
の
想
〔
と
い

う
修
行
で
あ
り
〕
、
第
六
観
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
し
、
こ
う
し
た
こ
と
を
目
に
し
た
人
は
、
永
遠
に
続
く
極
め

て
重
い
悪
業
〔
の
報
い
〕
が
取
り
除
か
れ
、
命
尽
き
た
後
に
は

必
ず
〔
無
量
寿
仏
の
ま
し
ま
す
極
楽
〕
世
界
に
往
生
す
る
の
で

や
め
ヲ

Q

。
こ
の
〔
第
六
総
〕
観
を
修
め
る
こ
と
を
正
観
と
い
い
、も
し
〔
私

が
示
し
た
以
〕
外
の
も
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
な
ら
ば

れ
を
邪
観
と
い
う
の
で
あ
る
。」

(
第
七
観
)

そ

仏説観無量寿経17 



〔
さ
て
、
続
け
て
〕
釈
尊
が
阿
難
と
章
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
そ
な
た
た
ち
ょ
。〕
よ
く
よ
く
お
聴
き
な
さ
い
。
し
っ
か
り

と
今
か
ら
言
う
こ
と
を
理
解
し
な
さ
い
。
〔
章
提
希
よ
、
〕
仏
〔
た

る
私
、
釈
尊
〕
は
汝
の
た
め
に
苦
悩
を
取
り
除
く
教
え
を
順
序

立
て
て
分
か
り
ゃ
す
く
説
き
明
か
そ
う
。
〔
章
提
希
、
そ
し
て
阿

難
よ
。〕
汝
ら
は
よ
く
よ
く
〔
我
が
教
え
を
〕
心
に
刻
み
込
み
、
〔
い

ず
れ
の
日
か
〕
広
く
人
々
の
た
め
に
〔
我
が
教
え
を
〕
順
序
立

て
て
分
か
り
ゃ
す
く
説
き
明
か
し
な
さ
い
。」

〔
釈
尊
が
〕
こ
の
よ
う
に
仰
せ
に
な

っ
た
そ
の
時
、
無
量
寿
仏

は
空
中
に
立
っ
た

〔
姿
で
ま
し
ま
し
て
、

加
え
て
〕
観
世
音
菩

薩
と
大
勢
至
菩
薩
の
お
二
人
も
〔
無
量
寿
仏
に
〕
付
き
従
い
左

右
に
立
っ
た
。
〔
そ
の
三
尊
の
お
姿
か
ら
は
〕
燃
え
盛
る
ほ
ど
の

ま
ば
ゆ

光
明
が
放
た
れ
て
い
る
。
〔
無
量
寿
仏
は
そ
の
舷
さ
の
あ
ま
り
、

そ
の
お
姿
が
〕
よ
く
見
え
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、
閤
浮
檀
金
色
の
〔
輝

き
よ
り
も
〕
十
万
倍
〔
す
ぐ
れ
、
〕
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

〔
と
は
い
え
〕
そ
の
時
、
章
提
希
に
は
無
量
寿
仏
の
お
姿
が
見
え

た
の
で
、
〔
両
方
の
掌
で
無
量
寿
〕
仏
の
お
み
足
を
い
た
だ
き

〔
深
々
と
〕

礼
し
、

〔
そ
れ
か
ら
〕
釈
尊
に
申
し
上
げ
た
。

「
釈
尊
よ
。
私
は
今
、
あ
な
た
様
の
目
に
見
え
な
い
強
大
な
力

18 

(
仏
力
)

に
よ
り
、
無
量
寿
仏
と
〔
観
世
音

・
大
勢
至
の
〕

菩

離
に
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
〔
し
か
し
な
が
ら
、
将
来、

あ
な
た
様
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
〕
そ
の
後
の
衆
生

は
ど
の
よ
う
に
し
て
無
量
寿
仏
と
〔
観
世
音

・
大
勢
至
の
〕

二

菩
薩
の
お
姿
を
目
の
当
た
り
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。」

〔
す
る
と
〕
釈
尊
が
掌
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
も
し
も
〕
こ
の
無
量
寿
仏
を
〔
自
ら
〕
目
の
当
た
り
に
し

た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
〔
次
の
よ
う
に
具
体
的
な
映
像
を
〕
想
い

描
き
は
じ
め
な
さ
い
。

〔
ま
ず
〕

七
種
の
宝
玉
〔
で
彩
ら
れ
た
瑠
璃
の
〕
地
面
の
上

に
、
蓮
の
花
〔
が
咲
い
て
い
る
様
〕
を
想
い
描
き
な
さ
い
。
〔次

に
〕
そ
の
花
び
ら
の

一
ひ
ら

一
ひ
ら
に
は
、
百
種
類
も
の
宝
玉

の
彩
り
が
煙
く
よ
う
に
し
な
さ
い
。
〔
し
か
も
そ
の
花
び
ら
に
は
〕

八
万
四
千
も
の
す
じ
が
走
っ
て
い
て
、
あ
た
か
も
天
界
で
見
る

紋
様
の
よ
う
で
あ
り
、
〔
そ
し
て

一
本

一
本
の
}
す
じ
に
は
八
万
四
千

〔
通
り
〕
も
の
輝
き
が
あ
る
。
そ
れ
ら
が
み
な
あ
り
あ
り
と
見
え

る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
〔
そ
の
〕
花
び
ら
は
小
さ
い
も
の
で
も
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縦
横
と
も
に
二
百
五
十
由
旬
も
あ
る
。
そ
う
し
た
蓮
の
花
に
は

八
万
四
千
も
の
花
び
ら
が
つ
い
て
い
て
、
花
び
ら
と
花
び
ら
の

聞
は
各
々
百
億
も
の
摩
尼
珠
玉
で
飾
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。
〔さ

ら
に
、
そ
の
〕

一
つ
一
つ
の
摩
尼
〔
珠
玉
〕

か
ら
千
す
じ
も
の

光
明
が
放
た
れ
、
そ
の
光
は
ま
る
で
七
種
の
宝
玉
の
輝
き
を
織

り
な
す
天
蓋
(
イ
ン
ド
風
日
傘
)

の
よ
う
に
、
地
上
を
覆
い
尽

く
し
て
い
る
。
〔
ま
た
、
こ
の
蓮
華
は
〕
釈
迦
毘
拐
伽
〔
摩
尼
〕

宝
で
で
き
て
い
る
〔
花
托
を
〕
台
座
と
し
て
い
る
。
こ
の
蓮
華

の
台
座
は
八
万
に
も
及
ぶ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
や
、
瓢
叔
迦
宝
〔
と

い
う
赤
い
宝
玉
〕

ゃ
、
党
摩
尼
宝
〔
と
い
う
党
天
の
有
す
る
宝

珠
〕
や
、
妙
真
珠
網
〔
と
い
う
真
珠
を
糸
で
編
ん
だ
網
〕
が
散

り
ば
め
ら
れ
、
飾
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
台
座
に
は
四
本

一
本

一
本
の
宝
櫨
は

の
宝
瞳
が
し
か
る
べ
く
具
わ
っ
て
い
て
、

須
弥
山
が
百
千
万
億
も
集
ま
っ
た
よ
う
な
〔
高
さ
〕

で
あ
る
。

宝
瞳
の

〔
さ
ら
に
〕
上
に
は
宝
鰻
(
宝
玉
を
散
り
ば
め
た
垂
れ

幕
)
が
漂
い
、
〔
そ
れ
が
〕
ま
る
で
夜
摩
天
の
宮
殿
の
よ
う
に
見

え
る
の
で
あ
る
。
〔
ま
た
そ
の
宝
縄
の
辺
り
で
は
〕
五
百
億
も
の

え
も
言
わ
れ
ぬ
美
し
い
宝
珠
が
〔
互
い
に
〕
照
ら
し
合
っ
て
い

る
。
そ
の

一
つ
一
つ
の
宝
珠
か
ら
八
万
四
千
も
の
光
が
放
た
れ
、

〔
し
か
も
〕
そ
の

一
つ
一
つ
の
光
は
八
万
四
千
通
り
も
の
色
合
い

を
含
ん
だ
金
色
で
あ
る
の
だ
。
そ
の
一
つ

一
つ
の
金
色
〔
の
光
〕

は、

宝
玉
で
で
き
た
極
楽
世
界
の
地
面
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
行

き
わ
た
り
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
変
化
し
て
様
々
な
姿
・
形
と
な
る
。

あ
る
場
合
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
で
き
た
台
と
な
り
、
あ
る
場
合

は
真
珠
を
糸
で
編
ん
だ
網
と
な
り
、
あ
る
場
合
は
様
々
な
花
が

集
ま
っ
て
で
き
た
雲
と
な
り
、
〔
光
は
〕
い
た
る
所
で
〔
見
ょ
う
と
〕

思
う
通
り
に
変
化
す
る
。
〔
そ
れ
ら
は
み
な
〕
仏
が
〔
衆
生
を
救
う
〕

は
た
ら
き
を
な
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
華
座
の
想
〔
と
い
う
修
行
〕

で
あ
り
、
第
七
観
と
い

う
の
で
あ
る
。」

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
今
、
説
き
示
し
た
妙
な
る
〔
蓮
の
〕
花
は

か
つ
て
法
蔵
比

丘
で
あ
っ
た
方
の
誓
願
が
成
就
す
る
こ
と
で
創
り
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
〔
だ
か
ら
こ
そ
、
無
量
寿
〕
仏
〔
の
お
姿
が
い
か
な

る
も
の
か
〕
に
つ
い
て
想
い
を
め
ぐ
ら
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

ま
ず
は
こ
の
華
座
の
想
〔
と
い
う
修
行
〕
を
始
め
る
べ
き
で
あ
る
。
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こ
の
想
〔
の
修
行
〕
を
始
め
る
時
、
〔
今
、
説
き
示
し
た
華
座
を

構
成
す
る

一
つ
一
つ
の
要
素
に
つ
い
て
〕
同
時
に
い
く
つ
も
想

い
描
い
て
は
な
ら
な
い
。
み
な

一
つ
一
つ
個
別
に
、
そ
れ
ら
を

想
い
描
き
な
さ
い
。

一
枚

一
枚
の
蓮
の
花
び
ら
、
〔
そ
の
間
に
あ

一
つ
一
つ
の
宝
珠
、
〔
そ
こ
か
ら
放
た
れ
る
〕
ひ
と
す
じ
ひ

と
す
じ
の
光
、
花
の
中
心
に
あ
る
花
托
、
〔
岡
本
あ
る
〕

る

本

本
の
宝
瞳
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
み
な
、
あ
た
か
も
鏡
に
映
っ

た
自
分
の
姿
を
見
る
か
の
よ
う
に
、
〔
細
部
ま
で
〕
は
っ
き
り
と

見
て
取
り
な
さ
い
。

こ
の

〔
華
座
の
〕
想
が
完
成
し
た
者
は
、
五
万
劫
と
い
う
途

方
も
無
く
永
い
時
間
、
生
死
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど

の
罪
〔
の
報
い
〕
が
完
全
に
取
り
除
か
れ
、
〔
次
の
世
に
は
〕
必

ず
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の

〔
第
七
華
座
〕
観
を
修
め
る
こ
と
を
正
観
と
い
い
、
も

し
〔
私
が
示
し
た
以
〕
外
の
も
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
な
ら
ば

そ
れ
を
邪
観
と
い
う
の
で
あ
る
。」

(
第
八
観
)

〔さ
ら
に
続
け
て
〕
釈
尊
が
阿
難
と
章
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
こ
の

〔今
、
説
き
示
し
た
華
座
の
〕
あ
り
さ
ま
を
見
た
な
ら
ば

20 

次
に
は
み
仏
を
想
い
描
き
な
さ
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
み
仏
方
は
〔
お

一
人
お

一
人
が
〕
あ
ら
ゆ
る
世

界
に
遍
満
し
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
〔
各
々
〕
心
に
想
い

描
く
と
こ
ろ
に
入
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
な
た
た
ち
が
心
に
み

仏
を
想
い
描
く
時
、
そ
の
心
そ
の
ま
ま
が
〔
み
仏
の
〕

三
十
二

相
や
八
十
随
形
好
で
あ
る
。
〔
つ
ま
り
〕
こ
の
心
が
み
仏
を
描
き

出
す
の
で
あ
り
、

こ
の
心
は
〔
そ
の
ま
ま
〕
仏
な
の
で
あ
る
。

広
大
な
海
の
よ
う
な
覚
り
の
智
慧
を
具
え
た
み
仏
方
は
、
〔
衆
生

が
〕
心
に
想
い
描
く
こ
と
か
ら
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら

〔そ
な
た
た
ち
は
〕
あ
の
知
来
・
応
供
・
正
等
覚
で
あ
る
〔
無

叩

量
寿
〕
仏
を
、
ひ
た
す
ら
心
に
と
ど
め
て
、
は

っ
き
り
と
目
の

当
た
り
に
し
な
さ
い
。

〔
か
の
無
量
寿
〕
仏
を
想
い
描
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず

〔子

始
め
に
〕
脳
裏
に

〔仏
の
〕
御
影
を
想
い
描
き
な
さ
い
。
日
を

閉
じ
て
い
て
も
開
け
て
い
て
も
、
さ
な
が
ら
閤
浮
槽
金
色
の

輝

き
を
放
つ
〕
宝
石
〔
の
よ
う
に
美
し
い
〕
ひ
と
つ
の
御
影
が

〔先

に
説
き
示
し
た
〕
あ
の
蓮
の
花
の
上
に
座

っ
て
い
る
様
を
見
て
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取
り
な
さ
い
。
〔
そ
し
て
〕
お
座
り
に
な
っ
て
い
る
御
影
が
見
え

た
な
ら
ば
、
心
眼
が
開
く
こ
と
に
な
り
、
極
楽
世
界
に
あ
る
七

種
の
宝
玉
で
で
き
た
〔
様
々
な
〕
荘
厳
、
宝
玉
で
彩
ら
れ
た
地

面
や
池
、
〔
あ
る
い
は
〕
宝
玉
で
彩
ら
れ
た
樹
々
の
並
木
に
〔
や

は
り
〕
宝
玉
で
彩
ら
れ
た
天
界
の
垂
れ
幕
が
覆
い
被
さ
っ
て
い

る
様
や
、
あ
る
い
は

〔
ま
た
〕
様
々
な
宝
玉
で
彩
ら
れ
た
ベ

l

ル
が
空
い
っ
ぱ
い
に
漂
っ
て
い
る
様
を
、

は
っ
き
り
と
目
の
当

た
り
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を
目
の
当
た
り
に

す
る
場
合
、
あ
た
か
も
〔
自
身
の
〕
掌
を
見
る
か
の
よ
う
に
そ

れ
ら
を
鮮
明
に
し
な
さ
い
。

以
上
を
目
の
当
た
り
に
し
終
え
た
な
ら
ば
、
次
に
は

一
つ
の

大
き
な
蓮
の
花
が
仏
の
左
側
に
あ
る
よ
う
に
描
き
出
し
な
さ
い
。

〔
そ
の
花
は
〕
先
に
説
き
示
し
た
蓮
の
花
と
ま

っ
た
く
同
じ
で
少

し
の
違
い
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
同
様
に
一
つ
の
大
き
な
蓮

の
花
が
仏
の
右
側
に
あ
る
よ
う
に
描
き
出
し
な
さ
い
。
〔
仏
か
ら

見
て
〕
左
側
の
華
座
の
上
に
観
世
音
菩
薩
の
御
影
を
ひ
と
つ
想

い
描
き
な
さ
い
。
〔
そ
の
観
世
音
菩
薩
が
〕
お
座
り
に
な
っ
て
金

色
の
輝
き
を
放
っ
て
い
る
様
は
先
の
〔
無
量
寿
仏
と
〕
少
し
の

違
い
も
な
い
。
〔
ま
た
〕
大
勢
至
菩
薩
の
御
影
が
ひ
と
つ
、
右
側

の
華
座
の
上
に
お
座
り
に
な
っ
て
い
る
の
を
想
い
描
き
な
さ
い
。

こ
う
し
た
あ
り
さ
ま
を
感
得
し
た
時
、
〔
無
量
寿
〕
仏
と
〔
観

世
音
・
大
勢
至
〕
菩
薩
の
御
影
各
々
が
光
明
を
放
つ
の
で
あ
る
。

そ
の
光
は
金
色
を
帯
び
て
宝
樹
の
並
木
を
輝
か
す
。
〔
そ
し
て
、

そ
れ
ら
〕

一
つ
一
つ
の
宝
樹
の
下
に
も
蓮
の
花
が
三
輪
あ
り
、

そ
の

一
輪

一
輪
の
上
に
そ
れ
ぞ
れ
〔
無
量
寿
〕
仏
・
〔
観
世
音
・

大
勢
至
の
〕
ふ
た
つ
の
菩
薩
の
御
影
が
あ
る
。
〔
そ
う
し
た
御
影

が
〕
そ
の

〔
極
楽
〕
世
界
に
満
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
あ
り
さ
ま
を
感
得
し
た
時
、
行
者
に
は
〔
極
楽
世

界
の
〕
水
の
流
れ
や
光
明
、
さ
ら
に
は
宝
樹
や
様
々
な
水
鳥
に

よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
す
ば
ら
し
い
教
え
が
聞
こ
え
る
は
ず
だ
。

〔そ
し
て
、
こ
れ
ら
極
楽
世
界
の
あ
り
さ
ま
を
目
の
当
た
り
に
し

て
い
る
〕
精
神
集
中
の
状
態
か
ら
離
れ
た
時
で
も
、
〔
あ
る
い
は

再
び
そ
の
状
態
に
〕
入
っ
た
時
で
も
、
〔
行
者
に
は
〕
い
つ
で
も

そ
の
教
え
が
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
。
行
者
が
聞
い
た
〔
教
え
〕
に

つ
い
て
は
、
精
神
の
集
中
か
ら
離
れ
る
時
に
は
記
憶
し
た
ま
ま

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
今
日
ま
で
私
が
説
い
て
き
た
教
え
と
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照
ら
し
合
わ
せ
よ
。
も
し
合
致
し
な
け
れ
ば
、
〔
そ
れ
は
〕
誤
つ

と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
合
致
す
れ
ば
、
大

た
想
像
(
妄
想
)

ま
か
な
想
像
(
色
想
)

で
極
楽
世
界
を
見
る
こ
と
と
い
う
の
で

あ
る
。

こ
れ
が
像
想
と
〔
い
う
修
行
〕

で
あ
り
、
第
八
観
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
観
を
修
め
た
者
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
永
い
時

問
、
生
死
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
罪
〔
の
報
い
〕
さ
え
除

境か
地れ

令守

仏の

長雪
に 2
辛ま
'でる z

?伝
りの
ろ m

")054 i= 
」目

の
当
た
り

す
る

(
第
九
観
)

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
阿
難
と
章
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
さ
て
〕
こ
の
〔
像
〕
想
が
完
成
し
た
な
ら
ば
、
次
に
い
よ

い
よ
無
量
寿
仏
の
お
姿
と
そ
の
光
明
を
目
の
当
た
り
に
し
な
さ

L瓦。
〔
よ
い
か
〕
阿
難
よ
、
知
る
が
よ
い
。
無
量
寿
仏
の
お
体
は
夜

摩
天
の
閤
浮
檀
金
色
(
閤
浮
檀
金
が
人
間
界
の
最
高
の
金
の
色

で
あ
る
の
に
相
当
す
る
夜
摩
天
の
金
の
色
)
よ
り
も
百
千
万
億

〔
倍
に
も
暗
い
て
い
る
〕
ょ
う
で
あ
る
。
〔
ま
た
〕
そ
の
身
長
は

六
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
〔
と
い
う
と
て
つ
も
な
い
〕
高
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さ
で
あ
る
。
眉
聞
の
白
毒
は
右
回
り
に
巻
い
て
、
〔
そ
の
大
き
さ

は
〕
須
弥
山
の
五
倍
ほ
ど
も
あ
る
。
そ
の
御
眼
は
〔
須
弥
山
を

取
り
囲
む
〕
四
つ
の
大
海
水
を
合
わ
せ
た
広
さ
に
も
匹
敵
し
、

真
っ
白
な
眼
に
青
い
瞳
が

一
段
と
際
立
っ
て
い
る
。
体
中
の
毛

穴
〔
の

一
つ
一
つ
か
ら
〕
須
弥
山
ほ
ど
〔
大
き
な
〕
光
明
が
ほ

と
ば
し
っ
て
い
る
。
そ
の

〔
無
量
寿
〕
仏
の
背
後
で
輝
く
光
の

輪
(
円
光
)

は
、
全
宇
宙
(
三
千
大
千
世
界
)
が
百
億
〔
も
入

る
広
さ
〕
な
の
で
あ
る
。
そ
の
円
光
の
中
に
は
、
〔
無
量
寿
仏
が

自
ら
現
し
出
し
た
〕
分
身
(
化
仏
)
が
百
万
億
那
由
他
恒
河
沙

印

も
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
〔
そ
し
て
、
ま
た
〕
そ
の
分
身
そ
れ

ぞ
れ
に
〔
観
世
音
や
勢
至
を
は
じ
め
と
す
る
〕
菩
薩
の
分
身
(
化

菩
薩
)
が
数
限
り
な
く
脇
で
仕
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
と
こ
ろ
で
〕
無
量
寿
仏
の
お
姿
に
は
八
万
四
千
も
の
際

立
っ
た
特
徴
が
あ
り
、

一
つ
一
つ
の
特
徴
の
中
に
〔
も
ま
た
〕

八
万
四
千
の
小
さ
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
う
し
た
小
さ
な
持
徴
の

一
つ
一
つ
か
ら
、

や
は
り
八
万
四
千
〔
す
じ
〕
も
の
光
明
が
放

た
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
す
じ
ひ
と
す
じ
の
光
明
が
、
あ
り
と
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あ
ら
ゆ
る
世
界
を
照
ら
し
出
し
、
念
仏
を
修
す
る
人
々
を
包
み

込
ん
で
、
〔
そ
の
者
を
〕
捨
て
去
る
こ
と
は
な
い
。
〔
無
量
寿
仏

の
〕
光
明
と
お
姿
の
大
小
の
特
徴
や
分
身
の
仏
方
に
つ
い
て
は

完
全
に
説
き
尽
く
す
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
し
か
し
〔
こ
こ
ま

で
〕
想
い
描
い
て
き
た
こ
と
を
た
よ
り
に
し
て
、
〔
無
量
寿
仏
の

お
姿
を
〕
心
眼
で
見
よ
。
こ
の
よ
う
な
〔
無
量
寿
仏
の
お
姿
を
〕

見
る
者
は

そ
の
ま
ま
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
全
て
の
み
仏

を
見
奉
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
諸
々
の
み
仏
を
見
奉
る
の
で
〔
こ

う
し
た
体
験
を
〕
念
仏
三
昧
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に

目
の
当
た
り
に
す
る
〔
修
行
〕
を
「
あ
ら
ゆ
る
仏
身
を
目
の
当

た
り
に
す
る
こ
と
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
仏
身
を
目
の
当
た
り

に
す
る
の
で

一
方
で
は
仏
心
も
見
て
取
る
の
で
あ
る
。
仏
心

と
は
大
慈
悲
そ
の
も
の
で
あ
る
。
分
け
隔
で
な
く
慈
し
ん
で

あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
救
い
取
る
。
こ
の
よ
う
に
目
の
当
た
り
に
す

れ
ば
、
〔
そ
の
〕
身
を
裟
婆
世
界
に
捨
て
置
い
て
、

み
仏
方
の
御

前
に
生
ま
れ
、
無
生
法
忍
〔
と
い
う
菩
薩
の
境
地
〕
を
得
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
〔
こ
の
行
を
志
す
〕
賢
き
者
よ
、
心
を
集

中
さ
せ
て
は
っ
き
り
と
無
量
寿
仏
を
目
の
当
た
り
に
し
な
さ
い
。

無
量
寿
仏
を
目
の
当
た
り
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
〔
数
あ

る
〕
お
姿
の
特
徴
の
中
の
あ
る

一
点
か
ら
始
め
な
さ
い
。
〔
す
な

わ
ち
〕
た
だ
眉
間
の
白
老
の
み
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
〔
そ
れ

を
〕
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
鮮
明
に
し
な
さ
い
。
眉
間
の
白
老
を

〔
実
際
に
〕
見
る
者
に
は
、
自
ず
と
〔
無
量
寿
仏
が
具
え
て
い
る
〕

八
万
四
千
も
の
お
姿
の
特
徴
が
立
ち
現
れ
る
。
〔
そ
し
て
〕
無
量

寿
仏
〔
の
お
姿
〕
を
見
た
者
は
、
そ
の
ま
ま
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

世
界
の
数
限
り
な
い
み
仏
方
の
お
姿
も
見
る
の
だ
。
数
限
り
な

い
み
仏
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
み
仏
方
は
〔
そ
の
者
の
〕

目
の
前
で
必
ず
や
「
〔
汝
は
〕
仏
に
な
れ
る
」
と
の
予
言
を
与
え

日

て
く
だ
さ
る
(
授
記
)
。

こ
れ
が
〔
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
み
仏
の
お
姿
を
目
の
当
た
り
に

す
る
〕
遍
観

一
切
色
身
想

〔
と
い
う
修
行
〕
で
あ
り
、
〔
こ
れ
を
〕

第
九
観
と
い
う
の
で
あ
る
。
〔
今
、
私
が
説
き
示
し
た
こ
と
を
〕

目
の
当
た
り
に
す
る
の
を
正
観
と
い
い

そ
れ
以
外
の
こ
と
を

目
の
当
た
り
に
す
る
な
ら
ば
、
〔
そ
れ
を
〕
邪
観
と
い
う
の
で
あ

る
。」

(
第
十
観
)
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釈
尊
が
阿
難
と
章
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
無
量
寿
仏
を
鮮
明
に
見
終
え
た
な
ら
ば
、
そ
の
次
に
は
観
世

音
菩
薩
〔
の
お
姿
〕
を
目
の
当
た
り
に
し
な
さ
い
。

観
世
音
菩
薩
の
身
の
丈
は
八
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
も

の
高
さ
で
あ
り
、
そ
の
お
体
は
紫
が
か
っ
た
金
色
で
、
頭
頂
部

に
は
〔
こ
ん
も
り
と
〕
肉
嘗
が
あ
る
。
〔
ま
た
〕
う
な
じ
に
は
縦

横
と
も
に
差
し
渡
し
が
十
万
由
旬
の
円
光
が
輝
い
て
、
そ
の
光

の
中
に
は
〔
観
世
音
菩
薩
が
現
し
出
し
た
〕
五
百
の
仏
の
分
身

(
化
仏
)
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
〔
そ
の
お
姿
は
、
ま
る
で
私
〕

釈
迦
牟
尼
仏
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

一
人

一
人
の
分
身
(
化
仏
)

に
は
五
百
も
の
菩
薩
の
分
身
(
化
菩
薩
)
が
い
て
、
数
限
り
な

酷

い
天
界
の
神
々
を
付
き
従
え
て
い
る
。
〔
そ
し
て
観
世
音
菩
薩
の
〕

全
身
か
ら
放
た
れ
る
光
の
中
に
、
〔
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
人
・

天
の
〕
五
つ
の
世
界
で
〔
苦
し
ん
で
い
る
〕
衆
生
の
あ
ら
ゆ
る

姿
が
み
な
こ
と
ご
と
く
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
ま
た
〕
頭
の
上
に
は
毘
拐
伽
摩
尼
宝
か
ら
な
る
冠
を
戴
い
て

お
り
、
そ
の
冠
の
中
に

一
人
の
化
仏
が
立
っ
て
い
る
。
〔
そ
の
化

仏
の
〕
高
さ
は
二
十
五
由
旬
で
あ
る
。

観
世
音
菩
薩
の
顔
色
は
ま
る
で
閤
浮
檀
金
の
よ
う
に
輝
き
、
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眉
間
の
〔
白
〕
老
は
七
種
の
宝
玉
の
光
沢
を
た
た
え
て
い
て
、
〔
そ

こ
か
ら
〕

八
万
四
千
通
り
も
の
光
明
が
ほ
と
ば
し
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
〔
そ
の
〕
ひ
と
す
じ
ひ
と
す
じ
の
光
明
の
中
に
は
数
限

り
な
い
化
仏
が
い
て
、
〔
そ
の
〕

回

数
限
り
な
い
化
菩
薩
を
付
き
従
え
て
い
る
。
〔
そ
う
し
た
化
仏
た

ち
は
〕
変
幻
自
在
に
現
れ
出
て
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
に
満
ち
溢
れ

一
人

一
人
の
化
仏
は
〔
や
は
り
〕

て
い
る
。
〔
そ
の
様
子
は
〕
ま
る
で
紅
蓮
華
の
色
〔
麗
し
く
、
所

狭
し
と
咲
き
誇
っ
て
い
る
〕
ょ
う
で
あ
る
。

〔
観
世
音
菩
薩
に
は
〕
八
十
億
も
の
光
明
が
あ
り
、
〔
そ
の
光

明
が
観
世
音
菩
薩
の
首
飾
り
な
ど
の
〕
装
身
具
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
装
身
具
の
中
に
は
〔
極
楽
の
妙
な
る
〕
様
相
が
余
す
と
と

ろ
な
く
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

掌
に
は
五
百
億
種
類
も
の
様
々
な
蓮
華
の
色
彩
が
あ
る
。
両

手
の
十
本
の
指
先
に
は
、
そ
の

一
つ
一
つ
に
八
万
四
千
通
り
も

の
絵
柄
が
あ
り
、
〔
そ
れ
ら
は
〕
ま
る
で
判
子
の
文
字
の
よ
う
に

〔
線
が
は
っ
き
り
と
し
て
お
り
〕
、

そ
の

一
つ
一
つ
の
絵
柄
に
は

八
万
四
千
も
の
色
彩
が
あ
り
、
〔
さ
ら
に
ま
た
〕
そ
の

一
つ
一
つ
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の
色
に
は
八
万
四
千
す
じ
も
の
光
が
あ
る
。
〔
そ
し
て
〕
そ
の
光

は
柔
ら
か
で
あ
り
、
〔
し
か
も
〕
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
〔
世
界
〕
を

余
す
と
こ
ろ
な
く
照
ら
し
出
し

そ
の
宝
の
よ
う
に
〔
素
晴
ら

し
い
〕
子
を
差
し
延
べ
て
衆
生
を
〔
無
量
寿
仏
の
極
楽
世
界
へ

と
〕
救
い
導
く
の
で
あ
る
。
〔
さ
て
観
世
音
菩
薩
が
〕
足
を
上
げ

る
と
そ
の
足
跡
に
は
ス
ポ

l
ク
が
千
も
あ
る
車
輪
(
千
輯
輪
)

の
形
が
残
っ
て
い
て

〔
そ
れ
が
〕
自
然
と
五
百
億
も
の
光
明
台

に
変
化
す
る
。
足
を
下
ろ
す
時
に
は
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
と
摩
尼

宝
珠
で
で
き
た
蓮
華
が
辺
り

一
面
に
広
が
り
、
敷
き
詰
め
ら
れ

ぬ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

〔
観
世
音
菩
薩
に
は
〕
そ
の
他
に
も
身
体
的
な
大
小
の
特
徴
が

幾
多
も
具
わ
っ
て
い
て
、
〔
そ
の
姿
は
〕
ま
る
で
仏
の
如
く
で
何

ら
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
頭
の
天
辺
の
肉
嘗
と
無
見
頃

相
だ
け
は
仏
ほ
ど
素
晴
ら
し
く
は
な
い
。

こ
う
し
た
〔
お
姿
を
目
の
当
た
り
に
す
る
〕
こ
と
が
観
観
世

音
菩
薩
真
実
色
身
想
〔
と
い
う
修
行
〕

で
あ
り
、
第
十
観
と
い

う
の
で
あ
る
。」

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
阿
難
に
仰
せ
に
な

っ
た
。

「
も
し
観
世
音
菩
薩
の
お
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
い
と
望
む

者
は
、
こ
う
し
た
修
行
を
実
践
し
な
さ
い
。
こ
う
し
た
修
行
を

実
践
す
る
者
は
、
様
々
な
災
い
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
〔こ

れ
ま
で
の
〕
悪
し
き
行
い
〔
の
報
い
〕
が
あ
ろ
う
と
も
災
い
な
く
、

限
り
な
く
生
死
を
繰
り
返
え
さ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
罪
〔
の

報
い
〕

か
ら
も
解
き
放
た
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
菩
薩

と
も
な
れ
ば
、
そ
の
名
を
耳
に
し
た
だ
け
で
も
、
そ
の
者
は
計

り
知
れ
な
い
幸
福
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
〔
ま
し
て
や
、
そ
の
お

姿
を
〕
は
っ
き
り
と
目
の
当
た
り
に
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
〔
そ

の
名
を
耳
に
す
る
以
上
の
幸
福
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
〕
あ
ろ

う
か
。

も
し
観
世
音
菩
薩
の

〔
お
姿
を
〕
目
の
当
た
り
に
し
よ
う
と

望
む
者
は
、
最
初
に
頭
の
天
辺
の
肉
嘗
を
目
の
当
た
り
に
し

そ
の
次
に
冠
を
目
の
当
た
り
に
し
な
さ
い
。
そ
の
他
の
身
体
的

な
特
徴
に
つ
い
て
も
順
々
に
目
の
当
た
り
に
し
て
、
ま
た
〔
そ

れ
ら
の
特
徴
も
す
べ
て
目
の
前
で
〕

掌
の
中
を
見
る
が
知
く
鮮

明
に
な
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。

〔
今
、
私
が
説
き
示
し
た
こ
と
を
〕
目
の
当
た
り
に
す
る
の
を

仏説観無量寿経25 



正
観
と
い
い
、
も
し
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
を
邪
観
と
い
う
の
で
あ
る
。」

(
第
十

一
観
)

「
次
に
は
ま
た
大
勢
至
菩
薩
〔
の
お
姿
〕
を
目
の
当
た
り
に
し

な
さ
い
。

こ
の
菩
薩
の
身
の
丈
は
観
世
音
〔
菩
薩
〕
と
同
じ
で
、
〔
う
な
じ

に
は
〕
縦
横
と
も
に
差
し
渡
し
が
百
二
十
五
由
旬
の
円
光
が
あ

り
、
〔
そ
の
光
は
〕

二
百
五
十
由
旬
〔
先
ま
で
〕
を
照
ら
し
て
い
る
。

紫
が てP
か主
つ乙こD

if 
lこら

ま男
てれ
いる

え高
天守

警Z
主室 町J

薩ゑ
と78 出

理高
…… 
話予
る Lく

衆
生
は
誰
も
が
み
な
〔
そ
の
光
明
を
〕
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ

の
菩
薩
の
毛
穴
の

一
つ
か
ら
放
た
れ
る
光
を
見
る
だ
け
で
、
そ

の
ま
ま
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
み
仏
が

放
つ
清
ら
か
で
妙
な
る
光
明
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
こ
の
菩
薩
を
名
付
け
て
「
無
辺
光
」
と
い
う
。
〔
一
方
、
〕
智
慧

の
光
に
よ
っ
て

一
人
も
漏
ら
さ
ず
あ
ら
ゆ
る
〔
衆
生
〕
を
照
ら
し

て
〔
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
〕

三
つ
の
境
涯
〔
の
苦
し
み
〕
か
ら

回

解
き
放
つ
こ
と
に
つ
い
て
、
無
上
の
力
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
こ
の
菩
薩
を
名
付
け
て
「
大
勢
至
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
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こ
の
菩
薩
の
冠
に
は
五
百
の
宝
華
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
。

そ
の

一
つ
一
つ
の
宝
華
に
は
宝
台
が
五
百
ず
つ
あ
る
。
そ
の

つ
一
つ
の

〔
宝
〕
台
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
み
仏
の
清
ら
か
で
妙
な

る
国
土
の
広
大
な
姿
が
す
べ
て
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

頭
頂
部
に
あ
る
肉
警
は

〔
閉
じ
て
い
る
〕
紅
蓮
華
の
よ
う
で

あ
る
。
肉
警
の
上
に
は
宝
玉
で
で
き
た
水
瓶
が
一
つ
乗
っ
て
い

引

う

す

た

か

て
、
そ
こ
に
は
様
々
な
光
明
が
盛
り
上
が
っ
て
堆
く
な
っ
て
い

る
。
〔
そ
の
光
明
に
は
〕
仏
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
働
き
が
映
し
出

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
様
々
な
お
姿
は
観
世
音
菩
薩
と
同

じ
で
異
な
る
点
は
な
い
。

こ
の

〔
大
勢
至
〕
菩
薩
が

〔
歩
み
〕
行
く
時
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
世
界
は
例
外
な
く
揺
れ
動
く
。
〔
そ
し
て
〕
地
面
が
揺
れ
動

く
と
こ
ろ
に
は
五
百
億
も
の
宝
華
が
出
現
す
る
。
そ
の

一
つ

つ
の
宝
華
の
あ
り
さ
ま
は
、
あ
た
か
も
極
楽
世
界
〔
の
宝
華
〕

の
よ
う
に
気
高
く
映
え
て
い
る
。
こ
の
菩
薩
が
お
座
り
に
な
る

時
に
は
、
七
種
の
宝
玉
で
で
き
た
〔
極
楽
世
界
の
〕
大
地
は

一

田

斉
に
揺
れ
動
く
。
〔
そ
れ
ば
か
り
か
極
楽
世
界
の
〕
下
方
に
あ
る
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金
光
仏
の
国
土
(
金
光
仏
剃
)

か
ら
、
上
方
の
光
明
王
仏
の
国

土
(
光
明
王
仏
剃
)
に
至
る
ま
で
、

そ
の
間
の

〔
あ
ら
ゆ
る
仏

の
国
土
が
揺
れ
動
き
、
そ
れ
ら
の
国
土
に
〕
数
限
り
な
く
出
現

し
て
い
る
無
量
寿
仏
の
分
身
や
〔
同
じ
く
〕
観
世
音
・
大
勢
至
宝
口

薩
〕
の
分
身
が
、
ま
る
で
雲
が
〔
空
を
覆
う
〕
よ
う
に
す
べ
て

極
楽
世
界
に
集
ま
る
。
〔
彼
ら
分
身
た
ち
は
〕
空
中
で
ひ
し
め
き

合
い
な
が
ら
蓮
華
の
台
座
に
座
り
、
素
晴
ら
し
い
教
え
を
説
き

図

示
し
て
、
〔
よ
り
高
い
境
地
に
〕
想
い
焦
が
れ
る
人
々
を
救
い
導

く
の
で
あ
る
。

こ
の

〔
今
、
私
が
説
き
示
し
た
こ
と
を
〕
目
の
当
た
り
に
す

る
の
を
正
観
と
い
い
、
も
し
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
目
の
当
た
り

に
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
邪
観
と
い
う
の
で
あ
る
。
〔
こ
の
よ
う

に
〕
大
勢
至
菩
薩
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
観
大
勢

至
色
身
想
と
〔
い
う
修
行
〕

で
あ
り
、
こ
れ
を
第
十

一
観
と
い

う
の
で
あ
る
。

こ
の

〔
大
勢
至
〕
菩
薩
を
目
の
当
た
り
に
す
る
者
は
、
途
方

も
な
く
膨
大
な
時
間
(
無
量
劫
阿
憎
祇
)
生
死
を
繰
り
返
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
罪
〔
の
報
い
〕
が
取
り
除
か
れ
る
。

こ
の
〔
第
十
二
観
を
完
成
す
る
者
は
〔
次
の
世
で
は
再
び
人
の
〕

胎
内
に
宿
る
こ
と
な
く
、
常
に
諸
仏
の
清
ら
か
で
妙
な
る
世
界

へ
と
意
の
ま
ま
に
赴
く
の
だ
。

こ
の
〔
第
十
二
観
を
完
成
し
終
え
る
こ
と
を
具
足
観
観
世

音
及
大
勢
至
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
。

(
第
十
二
観
)

〔
さ
て
、
〕
こ
う
し
た
あ
り
さ
ま
が
目
の
当
た
り
に
な
っ
て
い

る
時
、
自
ら
に
つ
い
て
〔
次
の
よ
う
に
〕
想
い
始
め
な
さ
い
。

西
方
極
楽
世
界
に
往
生
し
て
、
蓮
の
花
の
中
で
両
の
脚
を
組
ん

で
座
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
花
、
が
閉
じ
て
い
く
あ
り
さ
ま

を
想
い
描
き
、
〔
ま
た
〕
そ
の
花
が
聞
い
て
い
く
あ
り
さ
ま
を
想

い
描
き
な
さ
い
。
蓮
華
が
開
く
時
、
〔
極
楽
世
界
の
〕
五
百
色
の

光
が
差
し
込
ん
で
自
身
の
体
を
照
ら
し
出
す
と
想
い
描
き
な
さ

い
。
〔
そ
し
て
〕

眼
が
は

っ
き
り
見
え
る
よ
う
に
な
る
と
想
い
描

き
な
さ
い
。
〔
そ
し
て
目
の
前
に
は
〕
仏
や
菩
薩
〔
の
お
姿
〕
が

空
に
満
ち
満
ち
て
い
る
の
が
見
え
る
。
水
の
流
れ
や
鳥
や
樹
々

さ
ら
に
は
み
仏
方
が
発
す
る
音
声
は
す
べ
て
妙
な
る
教
え
を
表

し
、
〔
そ
れ
ら
は
〕
十
二
部
経
と
一
致
す
る
。
精
神
集
中
を
解
い
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た
時
で
も
、
〔
そ
の
教
え
を
〕
記
憶
し
た
ま
ま
忘
れ
去
ら
な
い
よ

う
に
し
な
さ
い
。

こ
う
し
た
あ
り
さ
ま
を
目
の
当
た
り
に
し
終
え
た
と
こ
ろ
で
、

〔
そ
れ
を
〕
見
無
量
寿
仏
極
楽
世
界
と
名
付
け
る
。
こ
れ
が
普
観

想
と
〔
い
う
修
行
〕
で
あ
り
、
第
十
二
観
と
い
う
の
で
あ
る
。

開

〔
こ
の
観
が
完
成
す
る
と
〕
無
量
寿
仏
に
は
化
身
が
無
数
に
い
て
、

観
世
音
菩
薩
と
大
勢
至
菩
薩
を
と
も
な
っ
て
常
に
こ
の
行
者
の

も
と
に
訪
れ
寄
り
添
う
の
で
あ
る
。」

(
第
十
三
観
)

〔
さ
て
〕
釈
尊
が
阿
難
と
章
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
も
し
心
の
底
か
ら
(
至
心
)
西
方
〔
の
極
楽
世
界
〕
に
往
生

し
た
い
な
ら
、
ま
ず
は
一
体
の
〔
身
の
丈
〕

一
丈
六
尺
の
御
影

が
〔
極
楽
世
界
の
〕
池
の
〔
蓮
華
の
〕
上
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

を
目
の
当
た
り
に
し
な
さ
い
。
先
に
説
い
た
よ
う
に
無
量
寿
仏

の
お
体
の
大
き
さ
は
際
限
が
な
い
の
で
、
凡
夫
が
あ
ず
か
り
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
の
〔
無
量
寿
〕
知

来
が
か
つ
て
お
建
て
に
な
っ
た
本
願
の
力
が
あ
る
の
で
、
〔
そ
の

御
影
を
〕
想
い
描
く
者
は
必
ず
〔
無
量
寿
仏
を
目
の
当
た
り
に

す
る
こ
と
を
〕
成
就
で
き
る
の
で
あ
る
。
〔
無
量
寿
〕
仏
の
御
影

28 

を
想
い
描
く
だ
け
で
も
計
り
知
れ
な
い
功
徳
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
し
て
や
〔
そ
の
無
量
寿
〕
仏
〔
そ
の
も
の
〕
が
具
え

て
い
る
お
姿
の
特
徴
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で

〔
計
り
知

れ
な
い
功
徳
が
得
ら
れ
る
の
〕
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

阿
弥
陀
仏
は
神
通
力
を
意
の
ま
ま
に
め
ぐ
ら
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
世
界
に
自
由
自
在
に
〔
お
姿
を
〕
出
現
さ
せ
る
。
大
き
な
お

姿
を
出
現
さ
せ
る
〔
時
〕
に
は
虚
空
に
満
ち
満
ち
、
小
さ
な
お

姿
を
出
現
さ
せ
る
〔
時
〕
に
は

一
丈
六
尺
や
八
尺
と
な
る
。
出

現
し
た
お
姿
は
〔
い
ず
れ
も
〕

み
な
真
金
色
で
あ
る
。
〔
背
後

の
〕
円
光
の
中
の
化
仏
や
〔
お
乗
り
に
な
る
〕
宝
蓮
華
〔
の
台
〕

は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
観
世
音
菩
薩
と
大
勢
至
〔
菩
薩
〕

と
は
ど
こ
の
場
所
に
〔
現
れ
た
と
し
て
も
〕
同
じ
背
丈
で
あ
る
。

衆
生
は
菩
薩
た
ち
の
頭
部
を
た
だ
見
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
観
世

音
〔
菩
薩
〕

そ
れ
が
大
勢
至
〔
菩
薩
〕

で
あ
り
、

で
あ
る
と
見

分
け
る
。
こ
の
二
人
の
菩
薩
は
阿
弥
陀
仏
の
手
助
け
を
し
、
あ

ら
ゆ
る
〔
衆
生
〕
を
導
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
雑
想
観
と
〔
い
う
修
行
〕

で
あ
り
、
第
十
三
観
と
い
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う
の
で
あ
る
。」

(
第
十
四
観
)

(
上
品
上
生
)

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
阿
難
と
章
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
さ
て
〕
上
品
上
生
の
者
〔
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
〕
。

か
の
〔
阿
弥
陀
仏
の
〕
国
に
往
生
し
た
い
と
願

お
こ

伺

う
衆
生
は
、

三
種
の
心
を
発
す
と
、
必
ず
往
生
す
る
。
〔
で
は
〕

〔
誰
で
あ
れ
〕

何
が
三

〔
種
の
心
〕
か
〔
と
い
え
ば
〕
、
第

一
に
は
至
誠
心
、
第

こ
に
は
深
心
、
第
三
に
は
廻
向
発
願
心
で
あ
る
。
〔
こ
の
〕

三
心

を
具
え
た
者
は
必
ず
か
の
〔
阿
弥
陀
仏
の
〕
国
に
往
生
す
る
の

で
あ
る
。

ま
た
三
通
り
の
衆
生
が
い
て
、
〔
彼
ら
も
〕
必
ず
往
生
で
き
る

の
で
あ
る
。
何
が
三
通
り
か
〔
と
い
え
ば
〕
、
第

一
に
は
慈
し
み

の
心
を
絶
や
さ
ず
不
殺
生
に
努
め
諸
々
の
戒
律
を
た
も
つ

衆

生
〕
、
第
二
に
は
大
乗
経
典
を
読
諦
す
る
〔
衆
生
〕
、
第
三
に
は

六
急
と
い
う
修
行
を
実
践
す
る
〔
衆
生
〕
、
〔
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ

の
修
行
の
功
徳
を
〕
振
り
向
け
て
願
を
発
し

か
の
〔
阿
弥
陀

仏
の
〕
国
に
往
生
し
た
い
と
願
う
。
〔
そ
し
て
〕
こ
う
し
た
功
徳

M
刊

を
具
え
て
、

一
日
も
し
く
は
七
日
〔
も
し
く
は
:
・
〕
す
れ
ば
、
〔
命

尽
き
る
時
に
は
〕
必
ず
往
生
す
る
の
で
あ
る
。

か
の
国
に
往
生
す
る
時
、
こ
う
し
た
人
は
ひ
る
む
こ
と
な
く

精
進
し
て
き
た
の
で
、
阿
弥
陀
如
来
は
観
世
音
〔
菩
薩
〕
・
大
勢

至
〔
菩
薩
〕

・
数
限
り
な
い
化
仏
・
十
万
(
百
千
)
の
比
丘
〔
す

な
わ
ち
出
家
の
〕
数
多
く
の
仏
弟
子
た
ち
・
〔
さ
ら
に
は
〕
数
限

り
な
い
神
々
、
〔
そ
れ
ば
か
り
か
〕
七
宝
の
宮
殿
〔
ま
で
を
も
〕

と
も
な
っ
て
〔
迎
え
に
来
る
〕
。
〔
し
か
も
、
こ
の
時
〕
観
世
音

菩
薩
は
金
剛
台
を
手
に
執
り
、
大
勢
至
菩
薩
と
と
も
に
行
者
の

前
に
至
り
、
阿
弥
陀
仏
は
大
光
明
を
放
っ
て
行
者
の
身
を
照
ら

し
、
多
く
の
菩
薩
と
と
も
に
〔
行
者
に
〕
手
を
差
し
伸
べ
迎
え

入
れ
る
。
観
世
音
〔
菩
薩
〕
と
大
勢
至
〔
菩
薩
〕
は
数
限
り
な

い
菩
薩
と
と
も
に
行
者
を
褒
め
讃
え
、
そ
の
心
を
ま
す
ま
す
〔
仏

道
に
〕
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

行
者
は
〔
そ
う
し
た
光
景
を
〕
見
終
わ
る
と
、
あ
た
か
も
踊

り
出
さ
ん
ば
か
り
に
喜
ん
で
、
〔
ふ
と
〕
我
が
身
を
見
て
み
る
と

金
剛
台
に
乗
っ
て
お
り
、
仏
の
後
ろ
に
付
き
従
っ
て
、
指
を
弾

く
ほ
ど
の
〔
わ
ず
か
な
〕
時
間
で
か
の
国
に
往
生
す
る
の
で
あ
る
。
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か
の
国
に
往
生
し
た
と
こ
ろ
で
、
〔
阿
弥
陀
〕
仏
の
お
姿
に
様
々

な
特
徴
が
〔
す
べ
て
〕
具
わ
っ
て
い
る
の
を
拝
見
し
、
〔
ま
た
〕
諸
々

の
菩
薩
の
お
姿
に
も
〔
様
々
な
〕
特
徴
が
具
わ
っ
て
い
る
の
を

〔
拝
〕
見
す
る
。
〔
ま
た
阿
弥
陀
仏
や
菩
薩
方
の
〕
光
明
や
宝
樹

の
林
が
妙
な
る
教
え
を
説
き
示
し
、
〔
そ
れ
を
〕
聞
き
終
わ
っ
た

瞬
間
に
無
生
法
忍
〔
と
い
う
菩
薩
の
境
地
〕
を
体
得
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
〔
そ
れ
か
ら
〕
須
央
(
し
ば
ら
く
)
た
っ
て
諸
仏
に
次
々

と
お
仕
え
し
て
あ
ら
ゆ
る
世
界
を
飛
び
回
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
み

仏
の
前
で
〔
「
汝
は
将
来
、
必
ず
仏
に
な
る
の
だ
」
と
い
う
〕
予

言
を
授
か
っ
て

(
授
記
)
、
も
と
の

〔
阿
弥
陀
仏
の
〕
国
に
帰
還

し
、
数
限
り
な
い
教
え
を
身
に
つ
け
実
践
す
る
能
力
(
陀
羅
尼
門
)

を
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
者
を
上
品
上
生
の
者
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
上
品
中
生
)

〔
次
に
〕
上
品
中
生
の
者
と
は
〔
次
の
よ
う
な
人
の
こ
と
で
あ

る〕
。大

乗
経
典
を
覚
え
て
唱
え
る
こ
と
ま
で
は
せ
ず
と
も
、
そ
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
を
よ
く
理
解
し
、
〔

一
切
は
空
で
あ
る
と
い
う

開

大
乗
の
〕
第
一
義
に
つ
い
て
〔
聞
い
て
も
〕
恐
れ
お
の
の
か
ず
、

30 

因
果
〔
の
道
理
〕
を
深
く
信
じ
、
大
乗
〔
の
教
え
〕
を
誘
る
こ

と
が
な
い
。
〔そ
し
て
〕
こ
う
し
た
こ
と
の
功
徳
を
振
り
向
け
て
、

極
楽
世
界
に
往
生
し
た
い
と
願
う
〔
者
の
こ
と
で
あ
る
〕
。

こ
う
し
た
修
行
を
す
る
者
の
命
が
尽
き
よ
う
と
す
る
時
、
阿

弥
陀
仏
は
観
世
音
〔
菩
薩
〕
と
大
勢
至
〔
菩
薩
〕
、
〔
さ
ら
に
は
〕

数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
侍
者
た
ち
に
取
り
巻
か
れ
、
紫
が

か
っ
た
金
の
台
を
持
ち
、
〔
上
品
中
生
の
〕
行
者
の
前
に
お
越
し

に
な
っ
て
〔
そ
の
者
存
心
褒
め
讃
え
て
仰
せ
に
な
る
の
で
あ
る
。

「法
の
子
よ
、
汝
は
大
乗
〔
の
教
え
〕
を
修
行
し
て
第

一
義
を

間

理
解
し
た
。
だ
か
ら
私
は
汝
を
迎
え
に
来
た
』
と
。

〔
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
は
〕
干
の
分
身
(
化
仏
)
と
同
時
に
手
を

差
し
伸
べ
る
。
行
者
が
〔
ふ
と
〕
我
が
身
を
見
て
み
る
と
、
〔
そ
の
〕

紫
が
か
っ
た
金
の
台
に
坐
っ
て
お
り
、

叉
手
合
掌
し
て
諸
仏
を

讃
歎
す
る
。
〔
す
る
と
〕

〔
極
楽
〕

一
瞬
の
間
に
、
た
ち
ま
ち
あ
の

た世
金界
のの
台七
冠宝
ーの
極池
楽りzz 
人 t
25 
ii5 
'---Jゆ4 、

あ
ま z
る%
でァ
宝め
で紫
でが
きか
たっ

大
き
な
蓮
の
花
の
よ
う
に
〔
見
え
〕
、
〔
そ
の
蓮
華
は
〕

一
夜
を
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経
て
聞
く
。
〔
そ
し
て
〕
行
者
は
、
体
が
紫
が
か
っ
た
金
色
と
な
り
、

〔
歩
み
出
す
〕
足
の
下
に
も
七
宝
で
で
き
た
蓮
の
花
が
あ
る
。

〔
阿
弥
陀
〕
仏
と
菩
薩
〔
た
ち
〕
が
同
時
に
光
明
を
放
っ
て
行

者
の
体
を
照
ら
す
と
、
〔
行
者
の
〕
目
は
す
ぐ
さ
ま
は
っ
き
り
と

見
え
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
前
世
の
行
い
の
し
か
ら
し
む
と

こ
ろ
、
聞
こ
え
て
く
る
音
は
み
な
、
た
だ
深
遠
な
る
第

一
義
諦

を
説
く
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
ご
で
〔
行
者
は
〕
金
台
か
ら
下
り

て
〔
阿
弥
陀
〕
仏
を
礼
拝
し
、
合
掌
し
て
、
〔
阿
弥
陀
〕
世
尊
を

褒
め
讃
え
る
の
で
あ
る
。

〔
そ
れ
か
ら
〕
七
日
が
過
ぎ
る
と
、
そ
の
時
点
で
こ
の
上
な
い

完
全
な
覚
り
(
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
)
〔
へ
至
る
仏
道
の
歩
み
〕

か
ら
退
転
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て

そ
の
時
点
で
あ
ら
ゆ
る

世
界
を
飛
び
回
れ
る
よ
う
に
な
り
、
諸
仏
に
次
々
と
お
仕
え
し

て
、
〔
さ
ら
に
〕
諸
仏
の
み
も
と
で
様
々
な
精
神
集
中
(
三
昧
)

を
修
め
る
。

〔
そ
の
後
〕

“
 

一
小
劫
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
無
生
〔
法
〕
忍
と
い

う
〔
菩
薩
の
境
地
〕
を
得
て
、
〔
行
者
は
諸
仏
の
〕
目
の
前
で
〔
『汝

は
将
来
、
必
ず
仏
と
な
る
の
だ
」
と
い
う
〕
予
言
を
授
か
る

授

記
)
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
者
を
上
品
中
生
の
者
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
上
品
下
生
)

〔
次
に
〕
上
品
下
生
の
者
と
は
〔
次
の
よ
う
な
人
の
こ
と
で
あ

る〕
。〔

大
乗
経
典
の
内
容
や
第

一
義
を
理
解
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど

も
〕
や
は
り
因
果
〔
の
道
理
〕
を
信
じ
、
大
乗
〔
の
教
え
〕
を

諮
る
こ
と
は
な
い
。
〔
そ
し
て
何
よ
り
も
〕
た
だ
無
上
道
心
は
発

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
功
徳
を
振
り
向
け
て
、
極
楽
世

界
に
往
生
し
た
い
と
願
う
〔
者
の
こ
と
で
あ
る
〕
。

〔
こ
う
し
た
〕
行
者
の
命
が
尽
き
よ
う
と
す
る
時
、
阿
弥
陀
仏

と
観
世
音
〔
菩
薩
〕
と
大
勢
至
〔
菩
薩
〕
が
諸
々
の
侍
者
た
ち

と
と
も
に
、
金
色
に
輝
く
蓮
〔
の
台
〕
を
携
え
て
、
〔
さ
ら
に
〕

五
百
の
仏
の
分
身
(
化
仏
)
を
現
し
出
し
、
こ
の
〔
行
〕
者
を

迎
え
に
来
る
。
五
百
の
化
仏
は

一
斉
に
手
を
差
し
伸
べ
〔
行
者
を
〕

褒
め
讃
え
て
き
口
う
の
で
あ
る
。

凶

『法
の
子
よ
。
汝
は
〔
因
果
を
信
じ
、
大
乗
を
諮
ら
な
か
っ
た

の
で
〕
今
や
清
ら
か
で
あ
り
、
〔
し
か
も
〕
無
上
道
心
を
発
し
て
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い
る
。
〔
だ
か
ら
こ
そ
〕
私
は
汝
を
迎
え
に
来
た
」
と
。

〔
行
者
が
〕
こ
う
し
た
あ
り
さ
ま
を
見
る
と
、
そ
の
瞬
間
、
金

色
に
輝
く
蓮
〔
の
台
〕
に
座
ろ
う
と
し
て
い
る
自
分
に
気
付
く
。

座
り
お
わ
る
と
花
が
閉
じ
、
〔
阿
弥
陀
〕
世
尊
に
付
き
従
っ
て

直
ち
に
〔
極
楽
の
〕
七
つ
の
宝
で
で
き
た
池
の
中
に
往
生
を
遂

げ
る
。

一畳
夜
を
経
て
初
め
て
蓮
の
花
が
聞
き
、
〔
そ
の
後
〕
七

日
以
内
に
し
て
や
っ
と
〔
阿
弥
陀
〕
仏
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
〔
た
だ
し
〕
仏
の
お
姿
を
拝
見
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ

の
様
々
な
特
徴
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
意
識
が
は
っ
き
り
せ
ず
、

三
七

(
二
十
二
日
を
経
て
初
め
て
は
っ
き
り
と
持
見
す
る
の

で
あ
る
。
〔
そ
し
て
ま
た
極
楽
世
界
に
流
れ
る
様
々
な
〕
調
べ
が

〔
ど
れ
も
こ
れ
も
〕
み
な
す
ば
ら
し
い
教
え
を
説
き
明
か
し
て
い

る
の
を
聞
く
。
〔
ま
た
〕
あ
ら
ゆ
る
世
界
を
自
在
に
飛
び
回
っ
て

〔
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
ま
し
ま
す
〕

み
仏
が
た
を
供
養
し
、

〔そ

し
て
そ
れ
ら
の
〕
み
仏
が
た
の
面
前
で
奥
深
い
教
え
を
聞
く
の

で
あ
る
。
〔
そ
の
よ
う
に
し
て
人
間
世
界
の
時
間
で
い
え
ば
〕

三

小
劫
を
経
た
と
こ
ろ
で
、
あ
ら
ゆ
る
教
え
を
知
る
智
慧
(
百
法

明
門
)
を
獲
得
し
〔
お
え
〕
る
。
〔
そ
し
て
〕
歓
喜
地
〔
と
い
う

菩
薩
の
境
地
〕
に
〔
あ
っ
て
修
行
し
て
〕

い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
者
を
上
品
下
生
の
者
と
い
う
。
〔
ま
た
以
上
の
上

品
三
生
を
〕
上
輩
生
想
と
い
い
、
第
十
四
観
と
い
う
の
で
あ
る
。」

(
第
十
五
観
)

(
中
品
上
生
)

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
阿
難
と
掌
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
中
品
上
生
の
者
と
は
〔
次
の
よ
う
な
人
の
こ
と
で
あ
る
〕
。

〔
誰
で
あ
れ
〕
も
し
衆
生
が
五
戒
や
八
戒
斎
を
た
も
ち
、
〔
あ

る
い
は
〕
諸
々
の
戒
を
修
め
て
、
〔
も
ち
ろ
ん
〕
五
逆
は
犯
さ
ず
、

破
戒
も
な
け
れ
ば
〔
そ
の
罪
の
報
い
に
よ
っ
て
〕
苛
ま
れ
る
こ

と
も
な
い
と
し
よ
う
。
〔
そ
の
者
が
〕
こ
う
し
た
善
行
を
握
り
向

け
て
、
西
方
極
楽
世
界
に
往
生
し
た
い
と
願
う
。
〔そ
の
者
の
〕

命
が
尽
き
よ
う
と
す
る
時
、
阿
弥
陀
仏
は
諸
々
の
出
家
修
行
者

(
比
丘
)
と
と
も
に
侍
者
に
取
り
固
ま
れ
て
、
金
色
の
光
を
放
ち

な
が
ら
そ
の
者
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
。
〔そ
し
て

一
切
は
〕

苦

・
空

・
無
常
・
無
我
で
あ
る
と
説
き
示
し
、

『出
家
す
る
と

諸
々
の
苦
し
み
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
〔
そ
の
功
徳

を
〕
称
讃
す
る
の
で
あ
る
。
〔そ
の
〕
行
者
は
〔
こ
う
し
た
こ
と
を
〕
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見
〔
聞
き
し
〕
終
え
て
、
心
底
歓
ぶ
。
〔
そ
し
て
〕
自
分
の
体
を

見
る
と
蓮
華
の
台
に
坐
っ
て
い
る
。
〔
そ
こ
で
〕
長
脆
し
て
合
掌

し

〔
阿
弥
陀
〕
仏
に
礼
拝
す
る
。
〔
す
る
と
〕
そ
の
頭
を
上
げ
な

い
う
ち
に
、
極
楽
世
界
に
往
生
し
、
〔
い
つ
の
間
に
か
閉
じ
て
い

た
〕
蓮
華
は
す
ぐ
さ
ま
花
開
く
の
で
あ
る
。
〔
そ
の
〕
花
が
聞
く
時
、

〔
極
楽
世
界
の
〕
様
々
な
調
べ
が
四
諦
を
調
い
上
げ
て
い
る
の
を

聞
く
。
ま
さ
に
そ
の
時
、
阿
羅
漢
と
い
う
覚
り
の
境
地
に
到
達

す
る
。
〔
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
〕

三
明

・
六
通
が
あ
り
、
八
解
脱
を

体
得
し
て
い
る
〔
こ
と
な
の
〕
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
者
を
中
品
上
生
の
者
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
中
品
中
生
)

〔
次
に
〕
中
品
中
生
の
者
と
は
〔
次
の
よ
う
な
人
の
こ
と
で
あ

る〕
。〔

誰
で
あ
れ
〕
も
し
衆
生
が

一
昼
夜
の
問
、

八
戒
斎
を
た
も

ち
、
あ
る
い
は

一
畳
夜
の
問
、
沙
弥
戒
を
た
も
ち
、
あ
る
い
は

一
昼
夜
の
問
、
具
足
戒
を
た
も
っ
て
、
〔
そ
れ
ぞ
れ
〕
完
壁
に
修

め
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
功
徳
を
振
り
向
け
て
、
極
楽
世
界
に

往
生
し
た
い
と
願
う
。
戒
と
い
う
香
り
が
〔
身
に
〕
染
み
込
ん

で
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
行
者
は
命
が
尽
き
よ
う
と
す
る
時
、

阿
弥
陀
仏
が
諸
々
の
侍
者
と
と
も
に
金
色
の
光
を
放
ち
、
〔
侍
者

が
〕
七
宝
で
で
き
た
蓮
華
〔
の
台
〕
を
持
っ
て
行
者
の
前
に
や
っ

て
来
る
の
を
見
る
。
〔
そ
の
時
、
〕
行
者
が
耳
を
傾
け
る
と
虚
空

に
『
善
良
な
る
者
よ
。
汝
の
よ
う
な
善
人
は
、
〔
過
去
・
未
来

現
在
の
〕

三
世
の
諸
仏
の
教
え
通
り
に
し
て
〔
生
き
て
〕
き
た

か
ら
、
私
は
汝
を
迎
え
に
来
た
の
だ
』
と
褒
め
讃
え
る
声
が
こ

だ
ま
す
る
。
行
者
が
〔
ふ
と
〕
我
が
身
を
見
て
み
る
と
蓮
華
〔
の

台
〕
の
上
に
坐
っ
て
い
る
。
〔
す
る
と
〕
蓮
華
は
た
ち
ま
ち
に
閉
じ
、

〔
そ
の
ま
ま
〕
西
方
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
て
、
宝
の
池
の
中
で
七

日
聞
を
過
ご
す
と
、
蓮
華
は
初
め
て
花
開
く
。
蓮
華
が
開
く
と
、

〔
行
者
は
〕
目
を
聞
き
、
合
掌
し
て
〔
阿
弥
陀
〕
世
尊
を
称
讃
す
る
。

〔
そ
し
て
極
楽
世
界
で
〕
教
え
を
聞
く
と
歓
び
が
湧
き
起
こ
り
須

陀
垣
〔
と
い
う
境
地
〕
に
至
る
。
〔
そ
う
し
て
〕
半
劫
を
経
た
と

こ
ろ
で
阿
羅
漢
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
者
を
中
品
中
生
の
者
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
中
品
下
生
)

〔
次
に
〕
中
品
下
生
の
者
と
は
〔
次
の
よ
う
な
人
の
こ
と
で
あ
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る〕
。男

で
あ
れ
女
で
あ
れ
善
良
な
人
々
が
〔
こ
れ
ま
で
仏
教
に

出
会
う
こ
と
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
〕
、
父
母
に
孝
行
を
尽
く

し
、
ま
た
博
愛
の
精
神
を
発
揮
し
て
き
た
と
し
よ
う
。
こ
の
人

は
命
が
尽
き
よ
う
と
す
る
時
に
、
仏
教
へ
と
正
し
く
導
く
人
が

自
分
の
た
め
に
阿
弥
陀
仏
の
〔
極
楽
〕
世
界
の
安
ら
い
だ
あ
り

さ
ま
を
捜
々
説
い
て
く
れ
た
り
、
ま
た
法
蔵
比
丘
〔
が
建
て
た
〕

四
十
八
願
を
説
い
て
く
れ
る
の
に
〔
初
め
て
〕
出
会
う
。
〔
そ
し

て
〕
こ
の
説
法
を
聞
き
終
え
て
そ
の
ま
ま
命
が
尽
き
る
。
た
と

え
ば
肉
体
を
鍛
え
上
げ
た
者
が
〔
ま
る
で
ボ
ク
サ
ー
の
よ
う
な

俊
敏
さ
で
〕
肘
を
曲
げ
伸
ば
し
す
る
ほ
ど
〔
短
い
〕
聞
に
、
た

ち
ま
ち
西
方
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
て
か

ら
七
日
を
経
た
と
こ
ろ
で
、
観
世
音
〔
菩
薩
〕
と
大
勢
至
〔
菩
薩
〕

に
お
目
に
か
か
り
、
教
え
を
聞
い
て
歓
び
が
湧
き
起
こ
る
。
〔そ

の
後
〕

一
小
劫
を
経
て
阿
羅
漢
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
者
を
中
品
下
生
の
者
と
い
い
、
〔
ま
た
以
上
の
中

品
三
生
を
〕
中
輩
生
想
と
い
い
、
第
十
五
観
と
い
う
の
で
あ
る
。」

(
第
十
六
観
)

(
下
品
上
生
)

34 

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
阿
難
と
章
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
以
上
の
よ
う
に
善
人
が
往
生
す
る

一
方
で
悪
人
も
ま
た
往

生
す
る
。
そ
の
う
ち
〕
下
品
上
生
の
者
と
は
〔
次
の
よ
う
な
人

の
こ
と
で
あ
る
〕
。

数
々
の
悪
業
を
重
ね
て
し
ま
う
人
が
い
る
。
〔
た
だ
し
、
そ
の

者
は
〕
大
乗
経
典
を
誹
誘
す
る
こ
と
〔
だ
け
〕
は
な
い
が
・

こ
う
し
た
愚
か
者
は
悪
事
を
重
ね
る
ば
か
り
で
、
少
し
も
恥
じ

入
る
こ
と
が
な
い
。
〔
そ
の
者
は
〕
命
が
尽
き
よ
う
と
す
る
時
に

な
っ
て
、
仏
教
へ
と
正
し
く
導
く
人
(
善
知
識
)
が
〔
自
分
の
〕

た
め
に
諸
々
の
大
乗
経
典
の
経
題
を
讃
え
て
く
れ
る
の
に
出
会

ぅ
。
そ
う
し
た
諸
々
の
経
典
名
を
耳
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

千
劫
に
わ
た
っ
て
〔
積
み
重
ね
て
き
た
〕
極
め
て
重
大
な
悪
業
〔
に

よ
る
報
い
〕
が
取
り
除
か
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
〔
そ
の
〕
智
者
は
〔
そ

の
愚
か
者
に
〕
合
掌
さ
せ
て
指
を
組
ま
せ
、

『南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
称
え
さ
せ
る
。
〔
阿
弥
陀
〕
仏
の
名
を
称
え
る
の
で
五
十
億
劫

も
の
問
、
生
死
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
罪
〔
の
報
い
さ
え
も
〕

除
か
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
時
、
彼
の
〔
阿
弥
陀
〕
仏
は
即
座
に
〔
自
身
の
〕
化
仏

と
観
世
音
の
化
〔
菩
薩
〕
と
大
勢
至
の
化
〔
菩
薩
〕
を
遣
わ
す
。
〔そ

の
〕
行
者
の
前
に
到
っ
た
〔
彼
ら
は
、
そ
の
者
を
〕
褒
め
讃
え
て
〔
一

様
に
〕
言
う
。『
善
良
な
る
者
よ
。
汝
は
〔
阿
弥
陀
〕
仏
の
名
を

称
え
た
の
で
諸
々
の
罪
〔
の
報
い
〕
が
消
滅
し
、
私
が
汝
を
迎

え
に
来
た
の
で
あ
る
』
と
。
こ
の
よ
う
に
告
げ
終
え
る
と
、
行

者
は
即
座
に
化
仏
〔
か
ら
発
す
る
〕
光
明
が
そ
の
室
内
に
満
ち

満
ち
る
の
を
見
る
。
〔
そ
し
て
そ
れ
を
〕
見
た
と
た
ん
に
歓
び
が

湧
き
起
こ
り
、
そ
の
ま
ま
命
が
尽
き
る
。
〔
そ
れ
か
ら
〕
宝
蓮
華

に
乗
っ
て
、
化
仏
に
付
き
従
っ
て
〔
極
楽
世
界
の
〕
宝
の
池
の

中
に
生
ま
れ
る
。
七
七
〔
四
十
九
〕
日
を
経
た
と
こ
ろ
で
蓮
華

は
初
め
て
花
開
く
。
〔
そ
の
〕
花
が
開
く
と
大
悲
観
世
音
菩
薩
と

大
勢
至
〔
菩
薩
〕

は
大
い
な
る
光
明
を
放
ち
な
が
ら
、
そ
の
者

の
前
に
留
ま
っ
て
〔
そ
の
者
の
〕
た
め
に
奥
深
い
十
二
部
経
を

説
か
れ
る
。
〔
そ
の
者
が
〕
聞
き
終
え
る
と
〔
そ
の
教
え
を
〕
確

信
し
了
解
し
て
無
上
道
心
を
発
す
の
で
あ
る
。
〔
そ
の
後
〕
十
小

劫
を
経
た
と
こ
ろ
で
、
あ
ら
ゆ
る
教
え
を
知
る
智
慧
(
百
法
明
門
)

を
獲
得
〔
し
終
え
て
〕
初
地
〔
と
い
う
菩
薩
の
境
地
〕
に
入
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
者
を
下
品
上
生
の
者
と
い
う
の
で
あ
る
。

仏
名
と
法
名
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
僧
名
を
も
聞
く
。

〔
つ
ま
り
〕

三
宝
の
名
を
聞
い
て
、
そ
の
ま
ま
往
生
で
き
る
の
で

あ
る
。」

(
下
品
中
生
)

〔
次
に
〕
釈
尊
が
阿
難
と
章
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
下
品
中
生
の
者
と
は
〔
悪
人
の
う
ち
、
次
の
よ
う
な
人
の
こ

と
で
あ
る
〕
。

五
戒
、

八
戒
、
具
足
戒
を
破
る
人
が
い
る
。
〔
し
か
も
〕
こ
う

し
た
愚
か
者
は
教
団
の
物
を
掠
め
、
教
団
に
供
養
さ
れ
た
物
を

盗
み
取
り
、
欲
に
か
ら
れ
て
布
教
し
、
〔
そ
れ
で
い
て
〕
恥
も
外

聞
も
な
い
。
〔
こ
の
よ
う
な
〕
様
々
な
悪
業
が
、
お
の
ず
と
〔
姿

や
立
ち
居
振
る
舞
い
に
〕
現
れ
出
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
罪
深

き
者
は
、
悪
業
の
報
い
と
し
て
必
ず
や
地
獄
に
堕
ち
る
は
ず
で

あ
る
。

〔
そ
の
者
の
〕
命
が
尽
き
よ
う
と
す
る
時
に
、
地
獄
で
〔
燃
え

盛
っ
て
い
る
〕
様
々
な
炎
が

一
気
に
迫
り
来
る
。
〔
そ
の
時
、
そ
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の
者
は
〕
仏
教
へ
と
正
し
く
導
く
人
(
善
知
識
)
に
逢
う
。
〔仏

教
へ
と
正
し
く
導
く
人
は
〕
大
い
な
る
慈
悲
を
め
ぐ
ら
し
、
〔
そ

の
者
の
〕
た
め
に
阿
弥
陀
仏
に
具
わ
る
十
種
の
智
慧
に
よ
る
す

ぐ
れ
た
は
た
ら
き
(
十
力
威
徳
)
を
説
き
、
詳
し
く
彼
の
〔
阿

弥
陀
〕
仏
の
光
明
に
具
わ
る
強
大
な
力
を
説
き
、
ま
た
戒
と
定

と
慧
と
解
脱
と
解
脱
知
見
〔
と
い
う
覚
り
の
境
地
〕
を
称
讃
す
る
。

〔
仏
教
へ
と
正
し
く
導
く
人
の
言
葉
を
〕
こ
の
者
が
聞
き
終
え
る

と
、
八
十
億
劫
も
の
問
、
生
死
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
罪

〔
の
報
い
さ
え
も
〕
除
か
れ
、
〔
迫
り
来
る
〕
地
獄
の
激
し
い
炎

は
心
地
よ
い
涼
風
と
な
っ
て
、
天
界
に
咲
く
諸
々
の
花
々
を
舞

い
降
ら
す
。
ど
の
花
の
上
に
も
化
仏
〔
化
〕
菩
薩
が
乗
っ
て
い
て
、

こ
の
者
に
手
を
差
し
伸
べ
て
迎
え
摂
る
。
〔
す
る
と
〕
あ
っ
と
い

う
聞
に
そ
の
ま
ま
〔
西
方
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る
。
〔
そ
し
て

そ
の
〕
七
宝
の
池
の
蓮
華
〔
の
蓄
〕

の
中
で
六
劫
〔
と
い
う
時

聞
を
〕
過
ご
し
て
、
蓮
華
は
よ
う
や
く
花
開
く
。
花
が
開
く
時
に
、

観
世
音
〔
菩
薩
〕
と
大
勢
至
〔
菩
薩
〕
は
聖
な
る
響
き
(
党
音
声
)

で
そ
の
者
を
安
ら
か
に
和
ま
せ
、
そ
の
者
の
た
め
に
大
乗
の
奥

深
い
〔
教
え
を
説
い
た
〕
経
典
を
説
き
聞
か
せ
る
。
〔
そ
の
者
は
〕

こ
の
教
え
を
聞
き
終
え
る
と
、
直
ち
に
無
上
道
心
を
発
す
の
で

36 
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。
こ
の
よ
う
な
者
を
下
品
中
生
の
者
と
い
う
の
で
あ
る
。」

(
下
品
下
生
)

〔
次
に
〕
釈
尊
が
阿
難
と
章
提
希
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
下
品
下
生
の
者
と
は
〔
次
の
よ
う
な
悪
人
の
こ
と
で
あ
る
〕
。

あ
る
人
が
不
善
の
業
で
あ
る
五
逆
や
十
悪
を
犯
し
て
、
〔
そ
の

他
に
も
〕
あ
ら
ゆ
る
悪
事
に
手
を
染
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

愚
人
は
悪
業
を
犯
し
た
が
た
め
に
、
必
ず
や
〔
地
獄

・
餓
鬼

畜
生
の
三
つ
の
〕
悪
し
き
境
涯
に
堕
ち
る
で
あ
ろ
う
。
〔
そ
こ
で
〕

と
て
つ
も
な
く
長
い
時
間
を
過
ご
し
て

し
か
も
果
て
し
な
く

苦
し
み
続
け
る
の
で
あ
る
。
〔
と
こ
ろ
が
〕
こ
の
よ
う
な
愚
人
が
、

命
が
尽
き
よ
う
と
す
る
時
に
な
っ
て
仏
教
へ
と
正
し
く
導
く
人

(
善
知
識
)
に
逢
う
。
〔
そ
し
て
そ
の
人
は
愚
人
を
〕
な
だ
め
す
か
し
、

そ
の
者
の
た
め
に
、
え
も
言
わ
れ
ぬ
す
ば
ら
し
い
教
え
を
説
き

仏
に
想
い
を
馳
せ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
〔
し
か
し
、
〕
こ
の
人
は

苦
し
み
に
苛
ま
れ
て
仏
に
想
い
を
馳
せ
る
余
裕
す
ら
な
い
。
〔そ

こ
で
そ
の
〕
仏
教
へ
と
正
し
く
導
く
人
が
、

「汝
、
仏
に
想
い
を
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馳
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
無
量
寿
仏
と
称
え
な
さ
な
い
。」

と
告
げ
る
。
そ
の
よ
う
に
心
の
底
か
ら
〔
救
い
を
求
め
て
〕
声

を
絶
や
す
こ
と
な
く
、
十
念
欠
け
る
こ
と
な
く
『
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
称
え
る
。

仏
の
名
を
称
え
る
と
、

一
念
称
え
る
ご
と
に
八
十
億
劫
も
の

問
、
生
死
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
罪
〔
の
報
い
さ
え
も
〕

取
り
除
か
れ
る
。
〔
そ
し
て
〕
命
が
尽
き
よ
う
と
す
る
そ
の
時
、

ま
る
で
太
陽
の
よ
う
に
〔
舷
い
〕
金
色
の
蓮
華
が
そ
の
人
の
前

に
現
れ
て

一
瞬
の
聞
に
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
蓮
華
の
中
で
十
二
大
劫
〔
と
い
う
時
間
〕
を
丸
々
過
ご
す
と
、

蓮
華
は
よ
う
や
く
花
聞
き
観
世
音
〔
菩
薩
〕
と
大
勢
至
〔
菩
薩
〕

の
大
悲
あ
ふ
れ
る
御
声
で
、

そ
の
人
の
た
め
に
諸
法
実
相
と
除

滅
罪
法
を
詳
し
く
説
き
明
か
す
。
聞
き
終
え
る
と
〔
そ
の
者
は
〕

大
い
に
喜
び
、
ま
さ
に
そ
の
時
、
菩
提
心
を
発
す
。

こ
の
よ
う
な
者
を
下
品
下
生
の
者
と
い
い
、
〔
以
上
の
下
品
三
生

を
〕
下
輩
生
想
と
い
い
、
第
十
六
観
と
い
う
の
で
あ
る
。」

(
得
益
分
)

〔
さ
て
釈
尊
は
〕
以
上
の
こ
と
を
お
説
き
に
な

っ
た
。
そ
の
問
、

章
提
希
と
五
百
人
の
侍
女
た
ち
は
釈
尊
の
説
法
を
聞
き
、
適
宜

に
極
楽
世
界
の
広
大
で
す
ぐ
れ
た
あ
り
さ
ま
を
見
て
取
っ
た
。

〔
そ
し
て
阿
弥
陀
〕
仏
と
〔
観
世
音
・
大
勢
至
の
〕

二
菩
薩
〔
の
お
姿
〕

を
見
奉
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
〔
章
提
希
は
〕
心
に
歓
び
が
生
ま

れ
、
「
か
つ
て
な
い
こ
と
だ
」
と
感
激
し
て
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち

る
よ
う
な
境
地
を
聞
き
、
無
生
忍
〔
と
い
う
覚
り
〕
を
得
た
の

で
あ
る
。
〔
ま
た
〕
五
百
人
の
侍
女
は
、
こ
の
上
な
い
完
全
な
覚

り
を
求
め
る
心
を
発
し
、
彼
の

〔
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
〕
世
界
に

生
ま
れ
た
い
と
願
っ
た
。
釈
尊
は
〔
彼
女
た
ち
〕

一
人

一
人
に
「
〔
汝

ら
は
彼
の
極
楽
世
界
に
〕
必
ず
や
往
生
す
る
は
ず
だ
。
彼
の
〔
極

楽
〕
世
界
に
往
生
し
た
後
に
諸
々
の
み
仏
が
目
の
前
に
在
す
境

地
(
諸
仏
現
前
三
味
)
を
得
る
」
と
の
予
言
を
お
与
え
(
授
記
)

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
〔
ま
た
会
座
に
連
な
っ
た
〕
無
量
の
天
界

の
神
々
は
無
上
道
心
を
発
し
た
の
で
あ
る
。

(
流
通
分
)

〔
す
る
と
〕
そ
の
時
、
阿
難
は
す
か
さ
ず
自
席
か
ら
立
ち
上
が
つ

て
前
に
出
て
、
釈
尊
に
〔
次
の
よ
う
に
〕
申
し
上
げ
た
。

「世
尊
よ
、
〔
今
、
説
き
示
さ
れ
た
〕
こ
の
経
を
ど
の
よ
う
に
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名
付
け
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
〔
ま
た
〕
こ
の
教
え
の
肝
要

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
心
に
刻
ん
で
お
い
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
。」

釈
尊
が
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

の
経
を

観
極

富
士
無
量
寿
仏
観
世
音
菩
薩
大
勢
至
菩

薩
』
と
名
付
け
よ
う
。
あ
る
い
は
『
浄
除
業
障
生
諸
仏
前
』
と

も
名
付
け
よ
う
。
〔
阿
難
よ
、
〕
汝
は
〔
こ
の
経
を
〕
理
解
し
心

に
刻
み
、
〔
決
し
て
〕
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
〔
ま
で
説
い
て
き
た
〕
精
神
集
中
(
三
昧
)
を
実
践
す

る
者
は
、
今
生
の
身
で
無
量
寿
仏
と
偉
大
な
る
〔
観
世
音
・
大

勢
至
の
〕

二
菩
薩
を
見
奉
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
ま
た
〕
も
し
男

で
あ
れ
女
で
あ
れ
善
良
な
る
人
々
が
、

た
だ
単
に
〔
無
量
寿
〕

仏
の
名
と
二
菩
薩
の
名
を
耳
に
す
る
だ
け
で
も
、
無
量
劫
も
の

間
生
死
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
罪
〔
の
報
い
さ
え
〕
除
か

れ
る
。
ま
し
て
や
〔
無
量
寿
仏
と
二
菩
薩
を
〕
憶
念
す
れ
ば
、
〔
さ

ら
に
多
く
の
罪
の
報
い
が
除
か
れ
る
の
は
〕

言
う
ま
で
も
な
い
。

よ
く
よ
く
知
っ
て
お
け
。
も
し
念
仏
す
る
者
は
、
こ
の
人
こ

そ
が
〔
煩
悩
多
き
〕
人
々
の
中
に
〔
咲
く
、
汚
れ
な
き
〕
白
蓮

華
〔
の
よ
う
〕
で
あ
る
。
〔
そ
し
て
〕
観
世
音
菩
薩
と
大
勢
至
菩

38 

薩
が
そ
の
人
の
す
ぐ
れ
た
友
(
勝
友
)
と
な
る
の
で
あ
る
。
〔未

来
に
は
〕
覚
り
を
開
く
座
に
坐
る
べ
く
、
諸
仏
の
家
系
に
連
な

る
の
で
あ
る
。」

〔
そ
し
て
最
後
に
〕
釈
尊
は
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
汝
、
〔
今
、
私
が
説
き
示
し
た
〕
こ
の
教
え
を
し
っ
か
り
と

胸
に
刻
み
込
め
。
ご
の
教
え
を
胸
に
刻
み
込
め
と
は
、
無
量
寿

仏
の
御
名
を
胸
に
刻
み
込
め
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。」

釈
尊
が
こ
の
言
葉
を
説
き
終
え
る
と
、
目
連
尊
者
と
〔
私
〕

阿
難
、
そ
し
て
章
提
希
た
ち
は
釈
尊
が
お
説
き
に
な
っ
た

お

言
葉
〕
を
聞
い
て
、
〔
誰
も
が
〕
み
な
大
い
に
歓
ん
だ
の
で
あ
る
。

(
書
閉
会
)

そ
れ
か
ら
釈
尊
は
空
中
を
歩
い
て
、
者
闇
帽
山
に
お
帰
り
に

な
っ
た
。

そ
し
て
〔
私
〕
阿
難
は

〔
奮
闘
帽
山
に
集
っ
て
い
た
〕
大
衆

の
た
め
に
以
上
の
〔
王
舎
城
で
の
〕
出
来
事
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

〔
そ
の
場
に
い
た
大
比
丘
衆
や
諸
菩
薩
は
も
ち
ろ
ん
〕
数
限
り
な

い
神
々
や
龍
神
、
夜
叉
も
ま
た
釈
尊
が
お
説
き
に
な
っ
た
〔
教
え
〕
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を
聞
い
て
、

〔
誰
も
が
〕
み
な
大
い
に
喜
ん
で
釈
尊
を
礼
拝
し
て

立
ち
去
っ
た
の
で
あ
る
。

仏
説
観
無
量
寿
経

※
本
現
代
語
訳
の
底
本
は

『浄
土
宗
聖
典
」
第

一
巻
収
載
の
訓

読
で
あ
り
、
注
記
中
で
は
「
聖
典
訓
読
」
と
表
記
す
る
。
ま
た
「
原

文
」
は
同
聖
典
収
載
の
漢
本
本
文
を
指
す
。

※
訳
文
中
の
〔

〕
は
訳
者
に
よ
る
文
章
の
補
い
を
表
わ
し

は
言
語
の
指
示
や
換
言
、
補
足
説
明
な
ど
を
表
わ
す
。
な
お
(
第

一
観
)
な
ど
の
見
出
し
は
便
宜
上
の
挿
入
で
あ
る
。

1
・
宙
無
量
寿
経
」
『
無
量
寿
観
経
』『
観
無
量
寿
仏
経
』
と
い
う
経
典
名
が
経
録
上
存

在
す
る
。
と
り
わ
け

『無
量
寿
線
経
」
と
い
う
経
典
名
に
つ
い
て
普
導
は
冒
経
疏
」

(
聖
典
二
・六
1
九
/
浄
全
二
・二

上

1
三

・
下
)
に
お
い
て

「
仏
」
「
税
」
「
無
量

寿
」
「
観
」
「
経
」
「

一
巻
」
と
に
区
切
っ
て
注
釈
#
施
し
て
い
る
点
が
留
意
さ
れ
る
。

2
・
原
文
で
は
「
宋
元
訪
中
」
で
あ
る
が
、
正
蔵
本
な
ど
で
は
「
宋
酋
域
」
と
な
っ
て
い
る
。

3
・
梁
的
祐
撰

『出
三
歳
記
集
』
(五

一
O
年

1
五

一
八
年
成
立
)
で
は
失
訳
(
鯛
訳
者

不
明
)
と
記
さ
れ
て
い
る
(
正
蔵
五
五
・
二
二

・上
参
開
、

梁
態
般
撲

『高
僧
伝
」

(五

一
九
年
成
立
)
巾
の

「直
良
耶
合
伝
」
に
は

「鋭
経
」
訳
出
の
記
事
が
あ
る
。

た
だ
し
経
脳
は

「無
量
寿
観
」
と
な
っ
て
い
る
(
正
蔵
五
0
・二一
凶
三

・
下
参
照
)
。

直
良
耶
舎
の
名
前
に
つ
い
て
は

『高
僧
伝
」
に
「
時
称
」
と
意
訳
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
原
語
が

「カ
l
ラ
ヤ
シ
ャ
ス
」
(
党
話
再
包
ミ
ω
E
乙
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
得
る
。

4
・
経
典
は

一
般
的
に
釈
尊
在
世
中
の
教
説
を
、
釈
尊
入
滅
直
後
に
行
わ
れ
た
聖
典
編

纂
会
議
(
結
集
)
に
お
い
て
附
姥
が
漏
出
し
た
も
の
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん

『観
経
』
も
こ
の
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
。
た
だ
し

『鮫
経
』
は
主
合

城
内
に
お
け
る
釈
尊
の
教
化
を
内
脊
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
出
後
に
説
法
の
川崎
を
常

附
蝋
山
に
移
し
て
釈
尊
の
前
で
阿
維
が
-内
現
し
た
終
山
内
と
剛
山
解
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
必
羽
は

一
経
二
会
と
付
目
付
け
る
が
、

そ
れ
に
従
え
ば

『観
経
」
は
①
王
合

城
内
に
お
け
る
釈
尊
の
説
法
を
、

②
阿
難
が
が
百
聞
剛
山
に
お
い
て
再
現
し
、

③
そ

の
こ
と
を
釈
尊
入
滅
後
の
経
典
編
纂
時
に
阿
雑
が
今
一
山
出
再
説
し
た
も
の
と
言
え

る
。
こ
の
こ
と
か
ら

「観
経
」
は
阿
難
に
よ
っ
て
釈
尊
在
世
中
と
釈
尊
滅
後
の
」一

度
に
わ
た
っ
て
説
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

5
・
原
文
で
は
「
大
比
丘
衆
」

「大
」
に
は
多
岐
に
わ
た
る
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず

「き
わ
め
て
す
く
れ
た
」
と
訳
出
し
た
。
詳
し
く
は
筏
山

「随

開
講
録
』
(
浄
全

一
四・
五
四

一
・
下
)
を
参
照
。

6

-
版
文
で
は

「文
殊
師
利
法
主
f
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
馴
染
み
易
さ
に
配
慮
し

て

「文
殊
持
離
」
と
訳
し
て
お
く
。
ち
な
み
に

「法
王
子
」
と
は
、
「
法
王
(
仏
)

の
位
を
継
承
す
る
者
」
の
怠
昧
で
あ
る
。

7
・
い
わ
ゆ
る
友
達
関
係
で
は
な
く
、
制
川
間
開
に
と

っ
て
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
い

っ

仏説観無量寿経39 



た
設
定
で
あ
ろ
う
。

8
・
原
文
で
は
「
調
達
」
で
あ
る
が
、
宙
経
」
に
は
「
提
婆
達
多
」
と
い
う
訳
語
も
あ

り
、
「
提
婆
逮
多
」
の
方
が
よ
り
原
諸
に
近
い
こ
と
か
ら
、
本
訳
で
は
「
提
婆
途
多
」

に
統

一
し
て
靭
訳
す
る
。

9
・
こ
の
聞
の
経
緯
の
つ
い
て
は
、
普
滞

『観
経
疏
』
(聖
典
二
・一二
八
1
四
四
/
浄
全

一
一・
一
七

上

1
一
九
・
下
)
に
詳
し
く
注
釈
さ
れ
て
い
る
。

m
・
訴
と
は
牛
の
乳
を
煮
詰
め
て
で
き
た
煉
乳
状
の
も
の
、
あ
る
い
は
パ
タ
1
状
の
も

の
か
。
蜜
は
品
開
蜜
と
考
え
て
よ
い
。
蘇
蜜
は
お
そ
ら
く
訴
に
蜜
を
加
え
て
昧
を
調

え
た
も
の
。

日
・
原
文
で
は

「
大
目
鍵
連
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
馴
染
み
易
さ
に
配
慮
し
て
「
目
連
」

と
訳
し
て
お
く
。
な
お
目
速
は
こ
れ
以
降
王
宮
会
ま
で
立
ち
会
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
袖
山
祭
輝
「
冨
無
量
寿
経
』
の
教
化
対
象
H

阿
難
」
(
「水
谷
幸
正

先
生
古
稀
記
念
論
集
悌
教
教
化
研
器
(
思
文
閣
出
版

-S
∞
)
参
照
。

ロ
・
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
「
友
達
関
係
」
の
怠
昧
で
は
な
く
、
目
速
が
王
舎
城
の
王
族

の
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
頻
婆
裟
経
王
と
は
親
類
で
あ
り
、
出
家
後
に
は

一
族
の

師
と
さ
れ
て
い
る
関
係
を
さ
す
。
義
山

『随
開
講
録
』
(
浄
全

一
四
・
五
四
七
・

下
)

を
参
照
。

日
・
八
戒
と
は
、
特
定
の
日
に

一
昼
夜
に
限
り
在
家
信
者
が
た
も
つ
戒
。
内
容
に
つ
い

て
は
諸
説
あ
る
が
、

「観
経
疏
』
(
聖
典
二
・
四
六

1
四
七
/
浄
全
二
-一二

・
上
)

に
よ
れ
ば
不
殺
生

・
不
倫
盗
・
不
行
姪
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
・
不
得
脂
粉
塗
身
・

不
得
歌
傍
唱
伎
及
往
観
聴
・
不
得
上
高
広
大
林
の
八
項
目
か
ら
な
る
。
善
導
の
戒

律
観
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

日
原
文
は

「沙
口

。

日・

月
光
は
諸
注
釈
に
よ
る
も
そ
の
出
自
は
不
明
で
あ
る
。
原
文
か
ら
見
る
に
優
秀
な

家
臣
で
あ
っ
た
こ
と
の
み
が
鶏
え
る
。

凶
阿
附
世
の
異
母
兄
。
宙
経
疏
」
(浄
全
二
・二
三

上
)
を
参
照
。
ま
た
釈
尊
や
仏

弟
子
の
病
を
治
す
な
ど
名
医
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

げ
原
文
は

「箆
陀
論
経
」
。
従
来
、ヴ
ェ
ー
ダ
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
い
か
な
る
ヴ
ェ
l

ダ
か
縫
認
で
き
な
い
の
で
、
あ
え
て
「
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
言
い
伝
え
」
と
訳
す
。

日
目
原
文
で
は

「
一
万
八
千
」
と
あ
る
が
、
ご
こ
で
は
「
数
多
」
と
訳
す
。

ω
善
導
は

「観
経
疏
』
(聖
典
二

五
二
l
五
三

/浄
全
二
二
四
上
)
で
月
光
と
者

婆
が
阿
閤
世
を
追
放
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
阿
閤
世
が
母
殺
し
の

大
罪
を
犯
す
よ
う
な
ら
ば
①
域
外
に
追
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

②
国
外

に
追
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
二
義
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
月
光
と

者
婆
が
凶
械
を
出
て
行
く
と
い
う
理
解
も
あ
り
一得
る
。

却
原
文
は

「仏
日
」。
善
導
「
観
経
疏
』
に
よ
れ
ば
「
太
陽
が
昇
る
と
閣
を
除
く
よ
う

に
、
仏
の
智
慧
は
無
明
の
夜
を
明
る
く
す
る
」
(聖
典
二
・六
O

/浄
全
二
二
七
・
下
)

と
の
警
え
で
あ
る
と
い
う
。
文
脈
上
、
こ
こ
で
は
釈
尊
に
対
す
る
呼
び
か
け
。

幻
原
文
は

「
捕
開
業
成
者
」
と
あ
る
が
、

こ
こ
は
読
み
方
お
よ
び
解
釈
に
積
々
あ
り
、

善
導

『観
経
疏
」
の
所
説
(
聖
典
二
・
六
四
/
浄
全
二
二
九
・
下
)
を
参
照
し
て

翻
訳
を
施
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
「
者
」
に
つ
い
て
は

「

の
だ
」
と
強
調
表
現

と
し
て
訳
す
。

n-
原
文
は
「
浄
業
」。

お
・
十
善
業
と
は
不
殺
生
・
不
倫
盗
・
不
邪
媛
・
不
妄
言
・不
締
語

・
不
両
舌
・
不
悪
口
・

不
樫
食

・
不
耐
鵬
首
芯
・
不
邪
見
の
十
種
の
業
の
こ
と
。

μ
・
通
常
、
無
生
法
忍
の
階
位
は
第
八
地
で
聖
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
描
官
導

は

『観
経
一疏
」
(
聖
典
ニ
・七

一
/浄
全
ニ
・三
三

・
上
)
で
喜
忍
(
心
生
歓
喜
)
・

悟
忍
(
廓
然
大
悟
)
・
信
忍
(
十
信
中
の
忍
)
と
い
う
三
忍
の
内
容
を
有
す
る

「十

信
中
の
忍
」
で
あ
る
と
設
定
。
し
か
も

「十
解
や
十
行
以
上
の
階
位
に
位
置
す
る

忍
で
は
な
い
」
と
説
示
し
、
大
変
に
低
い
階
位
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。

お・

「観
経
疏
』
(
聖
典
二
・三
四
/
浄
全
二
・二
一
・
上
)
に
よ
れ
ば
生
苦
・
老
苦
・
病
苦
・

死
苦
の
四
苦
に
愛
別
般
若
を
加
え
た
も
の
。

お
・
漢
字
の
原
怠
は
儀
式
や
軍
隊
を
指
回
押
す
る
際
に
用
い
る
旗
。
形
は
筒
状
で
竿
の
先

か
ら
垂
ら
す
も
の
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
支
柱
と
し
て
の
役
割
が
託
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

明

μ

・
義
山
宙
開
講
遅
(
浄
全

一
四
・
五
八
四
下
)
を
参
照
。

お
・
普
導

『制
閉
経
疏
』
(
聖
典
二
・
八
五
/
浄
全
二
・三
九
・
上
)
を
参
照
。

mu
・品開山

『随
閲
講
醤
(
浄
金

一
四
五
八
九
・
上
)
を
参
照
。
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ぬ

義

山

「随
聞
講
録
」
(
浄
全
一
四
・
五
九
0
・
上
)
を
参
照
。

泊
・
善
導
は

『観
経
疏
」
(
聖
典
二
・
八
八
/
浄
全
二
・四
0
・下

1
四

一
・
上
)
で
七
重

に
つ
い
て
、

①一

本
の
樹
が
、
根
が
黄
金
、
茎
が
紫
金
、
枝
が
白
銀
、
小
枝
が
潟
猶
、

薬
が
珊
湖
、
花
が
白
玉
、
果
実
が
真
珠
で
で
き
て
お
り
、
こ
れ
ら
七
宝
が
相
互
に

輝
き
あ
っ
て
四
十
九
重
も
の
輝
き
を
放
つ
場
合
、

②一

種
類
の
宝
玉
で

一
本
の
樹

が
で
き
て
い
る
場
合
、

③
二
種
類
や
三
種
類
や
四
種
類
や
無
数
の
宝
玉
で
彩
ら
れ

た
樹
木
が
あ
る
場
合
を
挙
げ
、
「
七
重
」
に
つ
い
て
七
宝
を
は
じ
め
と
す
る
宝
玉
と

注
釈
し
て
い
る
。
な
お
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
7
」
は
数
量
#
表
す
ほ
か
に
、

完
全
性
・
完
壁
性
と
い
っ
た
意
味
内
容
を
有
し
て
総
体
・
全
体
の
概
念
に
等
し
く
、

さ
ら
に
は
無
限
定
性
・
超
絶
性
を
意
味
す
る
と
い
う
。
(
総
滞
誠
途

「古
代
イ
ン
ド

の
宗
教
と
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
』
大
正
大
学
出
版
会

8
8も
お
参
照
)

認
・
聖
典
訓
読
で
は
「
作
せ
」
と
命
令
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
主
語
と
の
整
合
性
を
鑑

み
こ
の
よ
う
に
訳
し
た
。

お
・
党
革
問

3
E
E
の
音
写
。
距
離
の
単
位
。
そ
の
語
義
は
牛
に
荷
車
を
曳
か
せ
て

一
日

に
移
動
す
る
距
離
、
あ
る
い
は
帝
王
が

一
日
に
行
軍
す
る
距
離
と
い
わ
れ
て
い
る
。

今
日
、

「俣
合
論
」
の
記
述
を
基
準
に
、
一
由
旬
は
凡
そ

P
E
程
度
と
説
明
さ
れ

る
場
合
が
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
は
諸
説
あ
る
中
の
一
説
に
過
ぎ
な
い
。
森
章
司
・

本
湾
綱
夫
「
由
旬
(
『

ε自
己
の
再
検
証
」
(
「原
始
仏
教
聖
典
資
料
に
よ
る
釈
尊

伝
の
研
究

{6
}」
中
央
学
術
研
究
所

M
O
O
N
)

は
由
旬
の
実
際
値
を
算
出
し
よ

う
と
試
み
る
が
、
そ
の
動
機
は
由
旬
に
諸
説
が
あ
っ
て
定
義
付
け
で
き
な
い
こ
と

が
仏
伝
研
究
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
長

さ
の
単
位
の
換
算
、
な
ら
び
に
そ
の
中
国
の
単
位
へ
の
換
算
に
諸
説
が
あ
る
こ
と

に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
両
氏
は
膨
大
な
諸
資
料
を
精
査
の
上
、
二
応
の
結
論
を

導
く
が
、
そ
れ
で
も
二
つ
の
基
準
(
品
目
r
E、
z
r
ヨ
)
が
一
示
さ
れ
て
い
る
。
と
は

い
え
、
そ
の
結
論
を

「観
経
」
に
適
応
で
き
る
か
否
か
は
、

『観
経
』
の
成
立
問
題

も
踏
ま
え
る
と
即
座
に
は
判
断
で
き
な
い
。
ち
な
み
に
義
山

『随
閥
講
録
」
(
浄
全

一四
・五
九
一
・
上
)
に
よ
れ
ば
、
「
浄
土
の
依
正
二
報
は
そ
の
大
き
さ
を
本
来
数

値
で
計
量
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
行
者
の
観
想
に
お
け
る
指
針
と
し
て
、
ひ

と
ま
ず
数
値
に
示
す
の
だ
(
取
怠
)
」
と
い
う
。
な
お

『観
経
』
第
九
観
の

「那
由

他
恒
河
沙
由
旬
」
と
い
う
用
例
は
他
に
類
を
見
。す
、
ま
た
そ
の
由
旬
が
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
距
離
数
を
指
示
す
る
か
は
不
確
定
で
あ
る
上
、
栢
出
河
沙
も
無
限
を
示

す
以
上
、
そ
の
具
体
的
な
距
離
数
を
算
出
す
る
こ
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
れ
ば
か

り
か
経
典
編
纂
者
が
文
脈
上
、
実
際
の
と
乙
ろ
具
体
的
な
距
離
数
奇
必
要
と
し
て

い
た
の
か
さ
え
疑
わ
し
い
。従
っ
て
訳
文
で
は
距
離
を
表
寸
単
位
と
し
て
の
「
由
旬
」

を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

N
A

・
善
導
冒
経
疏
』
(
聖
典
二
・九
O

/
浄
全
二

四

一
・
下
)
を
参
照
。
な
お
義
山
宙

開
講
録
」
(
浄
全

一
四
五
九
一
上
)
も
こ
の
説
を
受
け
て
い
る
。

お
党
天
と
い
う
神
が
居
住
す
る
宮
殿
の
こ
と
。党
天
と
は
欲
望
の
世
界
を
離
れ
た
神
々

の
中
の
最
下
層
(
色
界
初
禅
天
)
で
あ
り
、
そ
と
に
大
党
天
、
党
輔
天
、
党
衆
天

の
三
天
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
大
鷲
天
が
最
上
位
に
位
置
す
る
の
で
、
こ
れ
を
荒
天

王
と
呼
ぶ
。

お

・
義
山
は
こ
の
釈
迦
毘
傍
伽
摩
尼
宝
に
つ
い
て
「
釈
迦
毘
拐
伽
と
は
摩
尼
の
名
」
(浄

全

一
四
・五
九

一
・
下
)
で
あ
る
と
注
釈
し
た
う
え
で
、

「宝
矩
陀
羅
尼
経
」
(『大

法
矩
陀
羅
尼
経
」
大
正
蔵
二一

・
六
八

一
・
下
)
を
引
用
し
て
そ
の
色
が
「
純
金
色
」

で
あ
る
こ
と
、
ま
た

『宝
医
経
』
(
H
『大
方
広
宝
箆
経
」
大
正
蔵
一
四
四
六
八
・
上
)

を
引
用
し
て
こ
の
宝
が
「
帝
釈
天
の
首
に
あ
り
、

三
十
三
天
を
照
ら
し
て
い
る
」

こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

幻
・
義
山

『随
開
講
録
』
(
浄
全

一
四
・
五
九
二

上
1
下
)
を
参
ノ
照
。

お

・
義
山

『随
開
講
録
」
(
浄
全

一
四
・
五
九
二

・
下
)
に
よ
れ
ば
「
徳
瓶
」
と
呼
ば
れ
、

そ
こ
か
ら
種
々
の
物
が
沸
き
出
で
る
。
な
お
原
文
の
「
帝
釈
瓶
」
と
い
う
用
例
は

他
に
管
見
が
及
ば
な
い
。

お

・
原
文
は

す
手
大
千
世
界
」。

川
明
・
普
導

『観
経
疏
』
(
聖
典
二
・九
二

/
浄
全
二
・四
二
・
下
)
に
よ
れ
ば
①
清
浄
潤
沢

②
不
臭
也
軽
④
冷
③
一
軟
⑨
美
⑦
飲
時
調
適
③
飲
巳
無
患
の
八
つ
の
徳
性
を
具
わ

っ

て
い
る
。

H
U

原
文
を
読
む
限
り
で
は
水
が
宝
玉
で
で
き
て
い
る
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
因

み
に
普
導

『観
経
疏
』
(
聖
典
二
・九
二

/
浄
全
二
・四
二
・
下
)
は
、
池
の
岸
が
宝

玉
で
で
き
て
い
て
、
こ
の
宝
玉
が
池
の
水
に
映
り
込
ん
で
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
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刊

M

・
義
山

『随
開
講
録
』
(
浄
全

一
四
・
五
九
八
・
上
)
を
参
両
山
。

日
出
・
原
文
で
は
「
脈
有
」
、
正
蔵
本
で
は

「一一

脈
有
」
と
あ
る
の
で
こ
の
よ
う
に
補
っ
た

O

H
H

・
現
代
の
数
の
単
位
に
換
算
す
れ
ば
叩
京

H
mの
げ
乗
に
相
当
す
る
。
た
だ
し
億
に

つ
い
て
異
説
が
あ
る
。

江川・

「観
経
疏
』
(
聖
典
二
・
九
九
/
浄
金
二
・
凶
六
・
上
)
を
参
照
。

M

別
原
文
は
「

一一

台
」
と
あ
る
が
、
台
は

一
個
で
あ
り
、
聖
問

『伝
通
記
繰
紗
」
(浄

金
三
・三
七
五
上
)
に
な
ら
い
毅
山
も
鍛
徹
の

『合
第
』
も
台
を

一
個
の
存
在
と

理
解
し
て
い
る
。

U
・
善
導
の
注
釈
(
聖
典
二
・

一
O
一
/浄
全
二
・
四
七
・
上
)
を
参
照
と
し
つ
つ
「
法
界
身
」

を
こ
の
よ
う
に
訳
し
て
お
く
。

同
叩
・
仏
や
転
輪
聖
王
が
具
え
る
三
十
二
の
す
ぐ
れ
た
身
体
的
特
徴
。
内
容
に
つ
い
て
は

経
論
に
よ
っ
て
異
説
が
あ
る
。
頭
頂
の
肉
嘗
や
手
の
水
か
き
、
足
の
裏
の
千
輯
輸

相
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。

ω
・
仏
や
菩
薩
に
具
わ
る
好
ま
し
い
身
体
的
特
徴
。
三
十
二
相
と
同
級
に
経
論
に
よ
っ

て
奨
説
が
あ
る
。
殺
山

『随
附
議
録
」
は
、
第
九
観
の
注
釈
に
お
い
て
、
法
然
の

取
意
と
し
て
、

「相
と
は
こ
れ
、
好
の
大
な
る
な
り
。
好
と
は
こ
れ
、
相
の
小
な
る

な
り
」
(
浄
全

一
四
・
六

一
五

・
下
)
と
述
べ
る
。

日
・
義
山

『随
同
議
録
」
(
浄
全

一
凹
・
六
O
九
・
上
)
に
よ
れ
ば
、
像
惣
観
中
で
あ
る
が

「彼

仏
」
は
第
九
観
の
其
身
を
指
す
。
つ
ま
り
像
想
を
手
儲
か
り
と
し
つ
つ
、
真
仏
を

感
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

日
・
聖
典
訓
読
で
は

「聞
か
ん
」
と
あ
り
、
推
量
の
助
動
詞

「む
」
が
付
さ
れ
て
い
る

の
で
こ
の
よ
う
に
訳
す
。

mω

・
原
文
は

「修
多
羅
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
経
」
を
意
味
す
る
党
語
の
音
写
。

日
・
原
文
は

「若
有
A
n
者
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
正
蔵
本
に
従
っ
て
「
若
奥
合
者
」

と
読
ん
だ
。

U
A

・
聖
典
訓
読
で
は
「
得
ん
」
と
あ
り
、
推
抵
の
助
動
詞

「む
」
が
付
さ
れ
て
い
る
の

で
こ
の
よ
う
に
訳
す
。

日
・
原
文
は

「如
百
千
前
億
夜
隆
夫
附
浮
倒
金
色
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
間
浮
椴
金
は

夜
摩
天
に
存
在
し
得
な
い
か
ら
こ
う
訳
し
て
お
く
。

日
エ
ジ
ャ

l
ト
ン
の
∞
Zω
ロ
(
仏
教
混
渇
党
語
辞
典
)
で
は
「
党
語
コ
ミ
z
Z
の
代

普
」
で
あ
る
と
す
る
。

ヨ
三
Z
に
つ
い
て
ア
プ
テ
の
党
英
辞
典
を
見
る
と
、

日
万

あ
る
い
は
肌
万
あ
る
い
は
1
千
億
と
記
さ
れ
て
い
て
、
冨
径
が
い
っ
た
い
ど
の

数
値
を

E
三

g
と
し
て
認
識
し
て
い
た
か
は
ま
っ
た
く
手
術
か
り
が
な
い
。
ち
な

み
に
チ
ベ
ッ
ト
語
で
1
千
億
を
意
味
す
る
諮

rrazコ
聞
は
、
党
語
の
ヨ
『
C
Z、

ZEω
、司
g
z
g
(問
万
、
あ
る
い
は
凶
兆
)
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
数
虫
を
限
定
す
る
た
め
の
表
現
と
し
て
用
い
て
い
る

の
で
は
な
く
、
数
H
M
に
限
り
が
な
い
滞
土
の
依
正
二
割
帽
を
あ
え
て
表
現
す
る
た

め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
な
お
義
山

『無
量
寿
経
随
開
講
録
』
(
湾
全

一
四

一二一一

上
)
で
は
那
由
多
に
つ
い
て
「
非
数
量
を
顕
す
」
と
良
忠
の
釈
を

紹
介
す
る
。

日
・
「
恒
一
河
」
は
ガ
ン
ジ
ス
河
の
こ
と
で
、
「
沙
」
は
水
辺
の
砂
を
意
味
す
る
語
。
数
量

の
途
轍
も
な
く
多
く
数
え
切
れ
な
い
こ
と
を
ガ
ン
ジ
ス
河
の
水
辺
の
砂
の
数
に
轡

え
て
い
る
。
ち
な
み
に
日
本
で
は

「臨
時
劫
記
」
な
ど
で
数
の
単
位
と
し
て
組
み
入

れ
ら
れ
た
。

回
・
こ
の
「
那
由
他
恒
河
沙
山
旬
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
前
に
具
体
的
な
数
詞
が
付

い
て
い
る
も
の
の
、
要
は
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
の
数
の
大
き
さ
存
表
現
し
た
か

っ

た
の
蜘た
ろ
う
。

ω
・
ち
な
み
に
窓
速
は

「鋭
経
義
疏
』
(
大
正
蔵
三
七・

一
八
0
・
中
)
に
お
い
て

「四

大
海
水
、
合
し
て
三
十
三
万
六
千
由
旬
」
と
注
釈
し
、
義
山
も
こ
の
理
解
を
受
け

て
い
る
。

ω
・
化
仏
は
分
身
と
し
た
が
、
化
作
な
の
で
本
来
は
マ
l
ヤ
1
に
近
い
映
像
的
な
存
在

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
働
き
を
具
え
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

原
文
は

「有
」
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
化
作
を
強
調
す
る
た
め
に

「浮
か
び
上
が

っ

て
い
る
」
と
い
う
表
現
を
あ
え
て
用
い
た
。

日
・
善
導
は
こ
の
箇
所
の
念
仏
を
「専
念
弥
陀
名
号
」と
用
解
し
て
い
る
。
善計押
『制
経
疏
」

(噌
一典
二
-
一
O
五
1
一
O
六
/
浄
全
二
・
四
九
・
上
)
を
参
照
。

町
出
・
版
文
で
は
「
従

一
相
好
入
」
と
な

っ
て
い
て

「入
」
に
「
は
じ
め
る
」
と
い
う
語

殺
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
前
後
の
文
脈
か
ら
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
お
き
た
い
。
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「
入
」
の
も
と
も
と
の
語
義
は

「外
か
ら
内
に
移
動
す
る
」
や

「納
」
や
「
得
」
な

ど
で
あ
る
。

臼
・
義
山

『随
開
講
録
』
(
浄
全

一
四
ム
つ
二

・
上
)
は
往
生
の
授
記
と
成
仏
の
授
記

と
い
う
こ
義
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
「
成
仏
の
授
記
」
と
取
っ

て
お
い
た
。

白山・

三
十
二
相
の
一
つ
で
、
鳥
葱
脈
沙
(
う
し
つ
に
し
ゃ
)
と
も
い
う
。
仏
の
頭
上
の

こ
ん
も
り
と
し
た

一
段
高
い
部
分
。
頭
の
肉
が
隆
起
し
て
い
る
と
も
、
骨
が
隆
起

し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。

目
出
・
義
山

「随
開
講
録
』
(
浄
全

一
四
・
六
二一ニ

・
上
)
で
は
仏
光
で
光
が
最
小
限
し
か

見
え
て
い
な
い
と
解
説
し
て
い
る
。

は
山
聖
典
訓
読
で
は
義
山
お
よ
び
大
雲
系
統
の
読
み
に
従
い

「五
百
の
化
菩
薩
有
り
。

無
量
の
諸
天
を
以
っ
て
侍
者
と
せ
り
」
と
読
む
。
た
だ
し
深
励
な
ど
の
よ
う
に
「
五
百

の
化
菩
薩
と
無
量
諸
天
有
り
て
、
以
っ
て
侍
者
と
せ
り
」と
も
読
む
こ
と
も
で
き
る
o

u
堕
文

「
道
」
は
境
涯
で
あ
る
が
、
意
味
を
取
っ
て
「
世
界
」
と
訳
す
。

同
叩
・
堕
文
は

「無
冠
無
数
百
千
」
と
あ
る
が
怠
存
取
っ
て
こ
の
よ
う
に
訳
す
。

ω
・
原
文
は

「変
現
自
在
」
と
あ
る
が
意
を
取
っ
て
こ
の
よ
う
に
訳
す
。

刊
山
・
漢
文
上
、
こ
の
比
除
の
一
文
は
非
常
に
読
み
取
り
に
く
く
、
ま
た
比
喰
自
体
に
も

何
ら
か
の
象
徴
性
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
諸
注
に
お
い
て
具
体
的
な
意
味

付
け
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
文
脈
上
、

比
喰
の
対
象
が
「
化
仏

・化

菩
薩
」
な
の
か
、
後
文
の

「有
八
十
億
光
明
」
か
、
解
釈
が
分
か
れ
て
い
て
判
じ

が
た
く
、
今
は
普
導
に
従
っ
て

「化
仏
・
化
菩
薩
」
に
か
け
、
義
山
に
従
っ
て

O

内
の
表
現
を
補
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
後
文
の

「有
八
十
億
光
明

」
の
主

語
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
残
る
。
ま
た

「犠」

を

「岬
同
」
と
す
る

異
本
も
あ
る
が
原
文
に
従
っ
た
。

η
・
義
山

『悩
開
講
録
」
(
浄
全

一
四
六
二
五
頁
上
)
を
参
照
。

η
・
こ
こ
の
理
解
は
義
山

「随
閲
議
録
」
(
浄
全
十
四
・
六
二
六
頁

・
下
)
に
従
う
。

ね
・
原
文
で
は

「金
剛
摩
尼
」
。
「
草
厳
経
」
や
耐
町
教
経
山
内
で
は

一
語
と
読
み
取
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
義
山
引
用
の
元
照
の
所
説
に
従
い
二
語
と
解
す
。

刊
一
原
文
で
は

「布
散

一
切
」
で
あ
り
正
蔵
中
で
は

『観
経
』
の
み
の
用
例
で
あ
る
が
、

こ
こ
は
実
に
読
み
に
く
い
箇
所
で
あ
り
、
意
味
を
取
り
こ
の
よ
う
に
訳
し
て
お
く

こ
と
と
す
る
。

万
・
肉
警
に
具
わ
る
特
徴
で
、
八
十
随
形
好
の
一
つ
。
肉
警
の
頂
点
は
、
お
お
よ
そ
衆

生
の
見
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

官山

・
原
文
は
「
亦
令
明
了
」。

こ
こ
で
は
正
蔵
本
(
合
脚
注
)
の
「
悉
令
明
了
」
を
考
慮
し
た
。

η
・
原
文
は
「
面
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
義
山
の

「差
渡
し
」
と
い
う
注
釈
を
受
け

て
こ
の
よ
う
に
訳
し
て
お
く
。

花
・
こ
の
解
釈
は
善
導

『観
経
疏
」
(
聖
典
二
・
一
O
九
/
浄
全
二
・五

一
・
上
)
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

乃
・
原
文
で
は
「
以
智
懸
主
と
な
っ
て
い
る
が
、
無
辺
光
と
智
慧
光
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
は
善
導
の
所
説
(
聖
典
二
・
一一

O

/浄
全
二
・五

一
・
上
)
を
参
照
し
て
、

便
宜
上
こ
の
よ
う
に
補
っ
て
お
く
。

初

-
一
般
的
に
は
「
得
無
上
力
」
ま
で
も
使
役
「令
」を
受
け
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は
聖
典
訓
読
や
普
導

『観
経
疏
」
(
聖
典
二
・
一一

O

/浄
全
二

五

一
上
)

の
指
示
に
従
い
こ
の
よ
う
に
訳
す
こ
と
と
す
る
。

m-
義
山

「随
開
講
録
」
(
浄
全

一
四・
六
一二

・
上
)
を
表

6
…。

m
出
・
金
光
仏
剰
と
光
明
王
利
に
つ
い
て
は
諸
経
典
に
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、

所
在
地
を
判
断
で
き
な
い
。
た
だ
し
文
脈
上
、
極
楽
世
界
を
中
心
と
見
て
推
測
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

目ω
・
原
文
は

「苦
衆
生
」。
善
導
は

『観
経
疏
』
(
聖
典
二
・二

一
/
浄
全
二
・五

一

下

11当
了

上
)
で
浄
土
に
お
け
る
苦
楽
に
つ
い
て
、
階
位
の
低
い
菩
薩
が
高
い
菩

薩
を
見
て
、
早
く
そ
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
望
む
こ
と
が
浄
土
で
の
普
で
あ
る
と

説
明
し
て
い
る
。

M
・
原
文
は

「見
此
事
時
」
と
あ
り
時
制
の
判
断
が
困
難
な
た
め
こ
の
よ
う
に
訳
し
て

お
く
。

邸
・
原
文
は

「当
起
自
心
」
だ
が

「自
心
」
の
・意
味
が
明
確
で
な
い
と
思
わ
れ
、
当
研

究
班
で
は
翻
訳
不
能
で
あ
る
。
こ
の
筒
所
を
「自
往
生
想
」
と
す
る
善
導
の
解
釈
(
聖

典
二
・
二
一
/浄
全
二
・五
二
頁

・
下
)
を
踏
ま
え
こ
の
よ
う
に
訳
し
て
お
く
。

田
山
・
漕
旬
、
釈
尊
の
教
え
を
、
そ
の
内
容
・
形
式
に
よ
っ
て
十
二
に
分
類
し
た
も
の
を
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十
二
部
経
と
い
う
が
、
義
山
は
、
こ
こ
で
の
十
二
部
経
は
、
浄
土
の
三
部
経
を
指

す
と
解
す
る
(
浄
全

一
四
・
六
三
四
・
下
)
。

U
・
こ
の
「
普
観
想
」
は
何
故
に
「
普
想
観
」
で
は
な
い
か
は
検
討
を
要
す
る
。

∞
∞
義
山
『
随
開
講
控
(
浄
全

一
四
六
三
五
・
上
)
を
参
照
。

鈎
・
義
山
は
こ
の
観
音
と
勢
至
を
化
身
と
読
む
が
原
文
で
は
そ
こ
ま
で
読
み
取
り
に
く

卯
・
こ
こ
で
は
無
量
寿
仏
の
姿
を
強
調
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
訳
し
て
お
く
。

mu
・
こ
こ
で
何
故
に

「阿
弥
陀
仏
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
か
は
今
後
検
討
を
要
す
る
。

位・

一
丈
の
具
体
的
な
長
さ
に
つ
い
て
は
、
中
国
に
お
い
て
は
時
代
に
よ
っ
て
定
義
が

異
な
る
。
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
数
値
を
示
さ
な
い
。
ち
な
み
に
現
代
日
本
で
は

一
丈
は
十
尺
、

一
尺
は
約

ωDS。

m
m

・
善
導
に
よ
れ
ば
第
十
三
観
ま
で
が
章
提
希
の
要
請
に
よ
っ
て
釈
尊
が
説
き
示
し
た

内
容
で
あ
る
の
に
対
し
、
之
の
第
十
四
観
以
降
は
釈
尊
が
自
ら
の
怠
志
に
よ
っ
て

説
示
し
た
教
え
で
あ
る
。従
っ
て
、
こ
こ
か
ら
釈
尊
の
ス
タ
ン
ス
が
転
換
す
る
の
で
、

「
さ
て
」
と
補
っ
た
。

川
四
・
な
お
、
こ
の
訳
文
は
聖
典
訓
読
と
や
や
読
み
を
異
と
し
て
い
る
が
、
善
導
の
理
解

(
聖
典
二
・
二

九
/
浄
全
二

五
五
・
下
)
を
考
慮
し
て
、
乙
乙
で
は
こ
の
よ
う
に

訳
し
て
お
く
。

出山

・
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
と
、
戒
と
施
と
天
を
念
ず
る
こ
と
と
一
般
的
に
解
さ
て
い
れ

る
。
た
だ
し
普
導
(
聖
典
二
・
一
三
二

1
一
三
三
/浄
全
二
・六

一
・下
1
六
二

上
)

は

一
部
の
内
容
に
つ
い
て
独
自
の
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

町
四
・
原
文
で
は
「
一
日
乃
至
七
日
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
義
山

「随
開
講
録
」
(
浄
全

一
四
・
六
五
四
・
上
)
は
そ
の
意
味
を
「
上
尽

一
形
」
(
取
意
)
と
読
み
込
ん
で
い
る
。

従
っ
て
「
」
を
附
し
て
継
続
の
怠
亭
表
し
た
。

m
別
・
義
山

『随
閲
議
録
」
(
浄
全

一
四
・
六
五
五
上
)
な
ど
に
よ
り
、
声
聞
を
比
丘
の

言
い
換
え
と
理
解
す
る
。

Mm
・
普
導
宙
経
疏
」
(
聖
典
二
・
一
三
三
/
浄
全
二
・六
二
・
上
)
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

m
m

・
義
山

『随
開
講
録
』
(浄
全

一
四
・
六
五
九

・
下
)
参
照
。

間
・
聖
典
訓
読
で
は
「
大
衆
と
谷
属
」
と
読
む
が
、
こ
こ
で
は
義
山
に
従
っ
て
「
大
衆
容
属
」

と
読
ん
で
お
く
。

m-
漢
文
上
、
紫
金
台
は
阿
弥
陀
仏
が
持
っ
て
い
る
と
読
む
の
が
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、

笛
麻
憂
茶
羅
等
の
図
像
で
は
観
世
音
菩
薩
が
紫
金
台
を
持
っ
て
お
り
、
解
釈
と
し

て
も
観
世
音
菩
薩
が
紫
金
台
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
ほ
う
が
大
勢
を
占
め
る
。

間
・

『伝
通
記
』
(
浄
全
二
四

O
九
・
上
/
大
正
蔵
五
七
六
五
九
・
上
)
お
よ
び
義
山
に

は
「
我
来
迎
汝
」
と
あ
り
、
我
を
阿
弥
陀
仏
と
聖
衆
を
指
す
と
す
る
。

間
・
義
山

「随
開
講
録
」
(
浄
全

一
四
・
六
六

0
・
下
)
を
表
魚
"。

山
・
前
述
の
「
紫
金
台
」
に
対
す
る
義
山
の
註
(
浄
全

一
四
ム
ハ
六
0
・
上
)
を
表
魚
川
。

問
・
義
山

「随
開
講
録
」
(
浄
全

一
四
・
六
六

一
・
下
)
を
参
照
。

問・

「倶
合
論
』
(
大
正
蔵
二
九
・
六
二
・
中
1)
に
よ
れ
ば
二
十
小
劫
が

一
中
劫
、
八
十

小
劫
が

一
大
劫
と
な
る
。一

大
劫
は
生
成
破
滅
を
繰
り
返
す
世
界
に
あ
っ
て
世
界

の
生
成
か
ら
次
の
世
界
の
生
成
に
い
た
る
ま
で
の
期
間
。
し
た
が
っ
て

一
小
劫
は
、

そ
の
八
十
分
の

つ

開
山
・
普
導
は
『観
経
疏
』
(
聖
典
二
・
一三
七
/
浄
全
ニ
ム
ハ
三

・下
1
六
四
・
上
)
で
「
亦
」

を
釈
し
て
、
信
じ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
信
じ
な
い
こ
と
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た

人
の
心
は
善
心
が
し
ば
し
ば
退
転
し
悪
し
き
心
が
起
こ
る
か
ら
、
人
は
因
果
の
道

理
を
深
く
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

川

義

山

「随
関
講
録
」
(
浄
全

一
四
・
六
六
四
・
下
)
を
参
一照
。

間
普
導
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
は
観
想
の
修
行
を
説
く
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
以
下
〔
修

行
〕
と
は
補
わ
な
い
。

川

義

山

『随
関
講
録
」
(
浄
全

一
四
・
六
六
六

・
下
)
に
よ
れ
ば
、
諸
戒
と
は
出
家
の

諸
戒
の
こ
と
。

山

六
通
と
は
六
神
通
と
も
い
い
、
神
足
通
・
天
眼
通
・
天
耳
通
・
他
心
通
・
宿
命
通
・

漏
尽
通
の
六
種
の
超
人
的
な
能
力
の
こ
と
。
こ
の
う
ち
宿
命
通
・
天
眼
通
・
漏
尽

通
を
三
明
と
い
う
。

山
・
八
種
類
の
膜
想
に
よ
っ
て
食
り
を
離
れ
て
得
る
解
脱
の
こ
と
。

旧
・
善
導

「観
経
疏
』
(
聖
典
二
・
一
四
一
/浄
全
二
・
六
六
・
上
)
を
参
間
一
。

山

善
導

「鋭
経
疏
』
(
聖
典
二
・
一
四
一
/
/浄
全
一
三
ハ
六

・
上
)
を
参
一
照
。

旧
康
僧
鐙
訳

『無
量
寿
経
」
を
前
回
世
と
す
る
。
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出
・
「
壮
士
屈
伸
管
」
と
い
う
原
文
か
ら
、
ボ
ク
サ
ー
が
ジ
ャ
ブ
を
打
つ
姿
を
想
像
し
た
。

即
・
「
難
」
は
善
導
の
理
解
(
聖
典
二
・
一
四
四
/
浄
全
二
・六
七
・
下
)
に
従
う
。

山

・
原
文
の
文
脈
で
言
え
ば
、
章
提
希
と
五
O
O人
の
侍
女
は
第
十
六
観
説
示
終
了
後

に
極
楽
な
ど
を
見
た
ご
と
に
な
る
が
、
善
導
は

『観
経
疏
」
(
m
E

山内
二
・
一
五
O
/

浄
全
二
・七
0
・上

1
下
)
に
お
い
て
、
こ
の

「応
時
即
見
極
楽
」
の
時
点
#
序
分

の
い
わ
ゆ
る

「光
台
現
国
」
と
し
、
ま
た

「得
見
仏
身
及
二
菩
薩
」
の
時
点
在
第

七
観
冒
頭
と
し
て
い
る
。
善
導
の
注
釈
を
反
映
し
つ
つ
、
原
文
の
時
制
と
合
わ
せ
、

こ
う
訳
し
て
お
く
。

山・

『観
経
』
諸
説
の

「無
生
忍
」
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
問
題
が
あ
り
、
詳
し
く
は
柴

田
泰
山

「
普
導
『
観
経
疏
』
に
お
け
る
意
提
希
論
」
(「三
康
文
化
研
究
所
年
報
」

ω叶

N
O
D
S

を
参
照
さ
れ
た
い
。

m-善
導

「観
経
疏
』
(
聖
典
二
・
一
五
二

/浄
全
二
・七

一
・
上
)
で
、
原
文
の
「
分
陀
利
華
」

を
注
釈
し
て
、
分
陀
利
に
つ
い
て
①
人
中
好
華
②
希
有
華
③
人
中
上
上
華
④
人
中

好
好
華
の
凹
種
に
、
撃
に
つ
い
て
は
⑤
察
華
、
分
陀
利
撃
に
仏
唱
え
ら
れ
る
念
仏
者

に
つ
い
て
⑥
人
中
好
人
⑦
人
中
妙
好
人
③
人
中
上
上
人
①
人
中
希
有
人
⑬
人
中
段

勝
人
と
す
る
。
な
お
こ
の
⑥
1
⑩
は
後
に

「五
種
の
嘉
誉
」
(「選
択
集
』
第
十

一
章
)

と
称
さ
れ
誉
号
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
。
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総
合
研
究

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

開
教
研
究

O
国
内
開
教

【
回
附
究
目
的
】

過
疎
に
関
す
る
基
礎
的
情
報
、

お
よ
び
過
疎
地
域
に
お
け
る

寺
院
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

【研
究
進
捗
状
況
】

ま
ず
「
過
疎
」
と
は
何
か
を
理
解
す
る
た
め
、
官
公
庁
な
ど

に
よ
る
過
疎
に
関
す
る
基
礎
的
情
報
を
収
集
し
た
。
そ
の
う
え

で
過
疎
と
寺
院
の
関
連
を
探
る
た
め
、
和
歌
山
教
区
の
過
疎
地

域
に
お
け
る
寺
院
、

兼
務
寺
院
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
調

査
を
行
っ
た
。
和
歌
山
教
区
寺
院
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た

点
の
う
ち
、

①
兼
務
寺
院
の
経
済
的
実
情

①
村
の
象
徴

・
地
域
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行
事
の
場
と
し
て
の
寺
院
と
い
う
位
置
づ
け

の
2
点
に
つ
い

て
、
そ
の
要
因
を
寺
院
成
立
過
程
に
ま
で
遡
っ
て
考
察
す
る
試

み
と
し
て
圭
室
文
雄
先
生
(
明
治
大
学
名
誉
教
授
)
を
お
招
き

し
て
研
究
会
を
開
催
し
た
。
同
時
に
浄
土
宗
が
こ
れ
ま
で
行
つ

て
き
た
過
疎
、
兼
務
寺
院
、
不
活
動
寺
院
へ
の
対
策
を
把
握
す

る
た
め
、
宗
務
庁
担
当
者
へ
の
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。
詳
細
に

つ
い
て
は
「
研
究
ノ
l
ト
」
参
照
の
こ
と
。

【
罪
九
会
開
催
日
と
研
究
内
容
】

圏
内
開
教

第

1
回
研
究
会

第

2
回
研
究
会

第
3
回
研
究
会

平
成
却
年
5
月
四
日

平
成
却
年

6
月
2
日

平
成
初
年
6
月
9
日



研究活動報告

O
海
外
開
教

【
研
究
目
的
】

第
4
回
研
究
会

第
5
回
研
究
会

第
6
回
研
究
会

第
7
回
研
究
会

第
8
回
研
究
会

第
9
回
研
究
会

第
叩
回
研
究
会

第
日
回
研
究
会

第
ロ
回
研
究
会

第
日
回
研
究
会

平
成
却
年
8
月
日
日

平
成
初
年
9
月
辺
日

平
成
初
年
日
月
日
日

平
成
初
年
ロ
月
1
日

平
成
幻
年
1
月
日
日

平
成
剖
年
1
月
お
日

平
成
幻
年
2
月
初
日

平
成
幻
年
3
月
日
日

平
成
幻
年
3
月
日
日

平
成
幻
年
3
月
初
日

*
和
歌
山
教
区
寺
院
調
査

日
月
お
日

1
お
日

海
外
開
教
区
に
お
け
る
准
開
教
使
希
望
者
が
受
講
し
な
け
れ

そ
の
案
を
作
成
す
る
。

ば
な
ら
な
い
「
助
教
師
養
成
講
座
」

の
講
座
内
容
に
つ
い
て

【
罪
奇
襲
状
況
】

日
本
国
内
で
の
「
助
教
師
養
成
講
座
」
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

参
考
に
し
て
、
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
時
間
数
、

お
よ
び
使

用
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
の
案
を
作
成
し
た
。
使
用
テ
キ
ス
ト
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
る
英
語
テ
キ
ス
ト
を
収
集

し
検
討
し
た
う
え
で
、
該
当
科
目
、
テ
キ
ス
ト
の
中
で
の
使
用

可
能
箇
所
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
た
。

【
件
延
牢
大
綱
】

水
谷
研
究
員
が
試
案
を
作
成
し

そ
れ
を
研
究
会
に
お
い
て

検
討
す
る
形
式
を
と
っ
た
。

第
1
回
研
究
会

【
研
究
会
開
催
日
と
研
究
内
容
}

平
成
却
年
6
月
お
日

第
2
回
研
究
会

第
3
回
研
究
会

第
4
回
研
究
会

第
5
回
研
究
会

平
成
初
年
8
月
お
日

平
成
初
年
叩
月
幻
日

平
成
却
年
日
月
口
日

平
成
泊
年
2
月
日
日

開教研究総合研究プロジェクト49 



第

6
回
研
究
会

平
成
幻
年
3
月
日
日

{文
責
者
】
名
和
清
隆

総
合
研
究

総
合
研
究
プ
口
ジ
ヱ
ク
卜

仏
教
福
祉
の
総
合
的
研
究

【
罪
九
目
的
】

か
つ
て
浄
土
宗
は
、
慈
善
救
済
、
社
会
事
業
、
社
会
福
祉
な

ど
の
社
会
実
践
に
お
い
て
、
他
宗
に
先
駆
け
た
活
動
を
行
っ
て

い
た
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
こ
う
い
っ
た
歴
史
的
な
背
景
を

踏
ま
え
、
毎
年
テ
l
マ
を
定
め
て
研
究
を
行
い
、

そ
れ
ら
の
成

果
を
研
究
誌
「
仏
教
福
祉
』
掲
載
し
刊
行
す
る
。

ま
た
、
浄
土
宗
内
を
は
じ
め
他
宗
派
に
お
け
る
社
会
福
祉
事

50 

業
及
び
活
動
を
研
究
す
る
た
め
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、

デ
ー
タ
の
分
析
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

【
隼
未
大
綱
】

本
年
度
は
、
主
と
し
て
浄
土
宗
を
中
心
と
し
た
注
目
す
べ
き

仏
教
福
祉
活
動
の
事
例
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
を
行
っ
た
。
こ

れ
は
、
既
存
の
社
会
福
祉
施
設
の
み
な
ら
ず
、

N
P
O
や
時
代

の
要
請
に
基
づ
い
た
活
動
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
目
的
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と
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
月
日
日
に
は
、
「
仏
教
と
人
権
|
ハ
ン
セ
ン
病
を
め
ぐ
っ

て
ー
」
と
題
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。
基
調
講
演
は
、

邑
久
光
明
園
園
長
牧
野
正
直
氏
に
お
願
い
し
、
そ
の
後
に
長
谷

川
匡
俊
研
究
代
表
の
司
会
の
も
と
、

山
本
正
虞
・
林
田
康
順
両

氏
を
交
え
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
た
。

ま
た
、
出
版
が
遅
れ
て
い
た

「浄
土
宗
社
会
福
祉
施
設
総
覧
』

は
、
本
年
度
発
刊
し
た
。
な
お
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、

「仏
教

福
祉
」
第
ロ
号
に
掲
載
す
る
。

{
研
究
開
催
日
及
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
検
討
内
容
】

V
第
1
回
研
究
会
(
平
成
初
年
4
月
幻
日
)

①
『
浄
土
宗
社
会
福
祉
施
設
総
覧
』
に
つ
い
て

②
西
部
の
現
状
報
告

①
平
成
却
年
度
の
計
画
に
つ
い
て

④
平
成
却
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

⑤
『
仏
教
福
祉
」
第
日
号
に
つ
い
て

⑤
仏
教
福
祉
事
例
集
の
事
例
書
式
の
検
討

V
第
2
回
研
究
会
(
平
成
初
年
5
月
お
日
)

①

【
講
義
】
仏
教
福
祉
研
究
班
の
ス
タ
ッ
フ
に
伝
え
た
い
こ
と

ー
四
間
営
寸
園
理
事
長
金
戸
述
先
生
|

②
『
浄
土
宗
社
会
福
祉
施
設
総
覧
』
に
つ
い
て

③
平
成
初
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
件

④
仏
教
福
祉
事
例
集
に
つ
い
て

⑤
『
仏
教
福
祉
』
第
日
号
に
つ
い
て

V
第
3
回
研
究
会
(
平
成
羽
年
6
月
お
日
)

①
『
浄
土
宗
社
会
福
祉
施
設
総
覧
』
の
最
終
確
認

②
仏
教
福
祉
事
例
集
の
件

①
平
成
初
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て

④
『
仏
教
福
祉
」
第
日
号
に
つ
い
て

V
第
4
回
研
究
会
(
平
成
却
年
7
月
お
日
)

①
「
浄
土
宗
社
会
福
祉
施
設
総
覧
』
の
発
送
に
つ
い
て

②
平
成
却
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て

③
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
発
表
に
つ
い
て

④
浄
土
宗
社
会
福
祉
推
進
委
員
会
の
報
告

⑤
『
仏
教
福
祉
』
第
日
号
に
つ
い
て

V
第
5
回
研
究
会
(
平
成
初
年
9
月
却
日
)

仏教福祉の総合的研究総合研究プロジェクト51 



①
平
成
初
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て

②
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
報
告

①
浄
土
宗
社
会
福
祉
推
進
委
員
会
の
報
告

④
「
仏
教
福
祉
』
第
日
号
に
つ
い
て

⑤
所
内
報
告
会
に
つ
い
て

'v
第
6
回
研
究
会
(
平
成
却
年
目
月
幻
日
)

①
平
成
初
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て

②
社
全
福
祉
実
践
事
例
集
に
つ
い
て

①
浄
土
宗
社
全
福
祉
推
進
委
員
会
の
報
告

④
来
年
度
の
研
究
会
に
つ
い
て
。

V
仏
教
福
祉
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

テ
ー
マ

仏
教
と
人
権
|
ハ
ン
セ
ン
病
を
め
ぐ
っ
て
|

日
時

平
成
初
年
日
月
口
日
(
月
)
午
後
1
時

1
4時
半

議

浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺
慈
雲
閣

{基
調
講
演
】

「
ハ
ン
セ
ン
病
の
歴
史
に
学
ぶ
|
隔
離
は
本
当
に
必
要
で
あ
っ

た
か
?
|
」

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所

邑
久
光
明
園
園
長

牧
野
正
直

一
ン
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

52 

「
浄
土
宗
人
権
問
和
啓
発
の
立
場
か
ら
」

人
権
同
和
問
題
啓
発
講
師

・
浄
土
宗
永
禅
寺
住
職

山
本
正

贋

(
『社
会
が
な
し
た
病
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
と
仏
教
」
執
筆
者
)

「
浄
土
宗
義
の
立
場
か
ら
」

大
正
大
学
准
教
授

林
田
康
順

「
医
療
現
場
か
ら
見
た
宗
教
界
の
対
応
」

邑
久
光
明
園
園
長

牧
野
正
直

(
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
l
)

長
谷
川
匡
俊
(
本
研
究
所
客
員
教

授

・
淑
徳
大
学
学
長
)

V
第
7
回
研
究
会
(
平
成
初
年
ロ
月
辺
日
)

①
書
評

星
野
貞

一
郎
著

『日
本
民
族
の
福
祉
文
化
基
盤
|
神

道
福
祉
と
仏
教
福
祉
|
』
(
担
当

曽
田
俊
弘
)

②
平
成
却
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
反
省

①
来
年
度
の
研
究
会
に
つ
い
て

V
第
8
回
研
究
会
(
平
成
幻
年
1
月
四
日
)

①
来
年
度
の
研
究
会
に
つ
い
て

-
研
究
テ
l
マ
、
施
設
調
査
、
公
開
研
究
会
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①
『
仏
教
福
祉
」
ロ
号
に
つ
い
て

V
第

9
回
研
究
会

(
2
月
9
日
)

①
浄
土
宗
大
辞
典
の
項
目
執
筆
に
つ
い
て

②
仏
教
福
祉
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
件

総
合
研
究

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

生
命
倫
理
の
諸
問
題
研
究

【
克
九
目
的
】

近
年
、
生
命
そ
の
も
の
に
対
す
る
人
為
的
な
関
与
が
現
実
的

な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
脳
死
お
よ
び
臓
器
移
植
、
安
楽
死

尊
厳
死
を
含
む
終
末
期
医
療
の
あ
り
方
、

ク
ロ
ー
ン
・
出
生
前

診
断
・
遺
伝
子
治
療
・
代
理
母
な
ど
、
医
学
・
医
療
技
術
の
進

③
来
年
度
の
研
究
会
に
つ
い
て

④
『
仏
教
福
祉
』
ロ
号
に
つ
い
て

{文
責
者
}
曽
根
宣
雄

展
に
よ
り
、
生
命
の
始
ま
り
と
終
わ
り
の
双
方
向
で
、
生
命
操

作
の
範
囲
が
広
く
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
そ
う
し
た

人
為
的
な
操
作
を
ど
こ
ま
で
認
め
う
る
か
と
い
う
生
命
倫
理
上

の
問
題
が
教
化
の
現
場
に
迫
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
う
し
た
問
題
に
浄
土
宗
教
団
あ
る
い
は
仏
教
教
団
と
し
て
い

か
に
対
処
す
べ
き
か
、

そ
の
道
筋
を
示
す
こ
と
が
社
会
的
に
要

生命倫理の諸問題研究総合研究プロジェクト53 



請
さ
れ
て
い
る
。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
「
い
の
ち
の
始
ま
り
」
か
ら
「
い
の
ち

の
終
わ
り
」
に
至
る
ま
で
の
、
広
範
な
生
命
(
い
の
ち
)
に
関

す
る
倫
理
的
な
諸
問
題
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
浄
土
宗

の
視
座
・
立
場
や
対
応
に
つ
い
て
、
そ
の
方
向
性
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
平
成
四
年
度
ま
で
に
、
脳
死

臓
器
移
植
、
尊
厳
死
、
生
殖
補
助
医
療
に
関
す
る
浄
土
宗
教
団

の
見
解
・
浄
土
宗
教
師
の
対
応
を
取
り
ま
と
め
、
総
研
叢
書

「
い

の
ち
の
倫
理
』
と
し
て
刊
行
し
た

(
平
成
初
年
4
月
刊
)
。
平
成

m
-
n年
度
の
二
年
間
は

い
ま
注
目
を
集
め
る
再
生
医
療
を

取
り
上
げ
、
浄
土
宗
と
し
て
の
見
解
を
ま
と
め
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
る
。

【
研
究
内
容
】

再
生
医
療
は
、
今
後
の
発
展
へ
の
期
待
が
大
き
く
、

か
つ
進

展
の
可
能
性
が
高
い
分
野
で
あ
る
。
と
り
わ
け
i
p
S
細
胞
を

使
用
し
た
再
生
医
療
に
は
大
き
な
期
待
が
集
ま
っ
て
い
る
が

こ
こ
に
は
新
た
な
倫
理
的
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
、
今
後
充
分
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

54 

本
研
究
は
、
再
生
医
療
に
関
す
る
浄
土
宗
教
団
の
見
解
・
対

応
の
方
向
性
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
ず
却

年
度
は
基
礎
作
業
と
し
て
、
各
方
面
に
お
け
る
現
状
お
よ
び
今

後
の
動
向
を
把
握
す
べ
く
調
査
研
究
を
行
っ
た
。
具
体
的
に
は
、

E
S
細
胞
・

i
p
S
細
胞
に
代
表
さ
れ
る
先
端
的
再
生
医
療
技

術
の
動
向
、
お
よ
び
国
内
外
の
公
的
機
関
(
メ
デ
ィ
ア
)

や
宗

教
団
体
の
反
応
な
ど
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
な
お
国
内
の

主
要
宗
教
団
体
に
対
し
て
は
、
再
生
医
療
を
中
心
に
生
命
倫
理

問
題
全
般
へ
の
対
応
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
、

そ
の
結
果
は
幻
年
度
に
集
計
・
分
析
す
る
予
定
で

↓のマハ則
。

本
年
度
の
調
査
の
結
果
、
再
生
医
療
に
関
し
て
は
生
命
倫
理

上
の
問
題
点
が
充
分
議
論
さ
れ
な
い
ま
ま
、
急
速
に
研
究
が
進

展
し
て
い
る
現
状
が
確
認
で
き
た
。
と
く
に

i
p
S
細
胞
に
つ

い
て
は
、
世
界
規
模
で
激
し
い
研
究
開
発
競
争
が
繰
り
広
げ
ら

れ
て
お
り
、
国
内
に
お
い
て
も
各
省
庁
が
主
導
権
争
い
を
し
な

が
ら
国
策
と
も
呼
ぶ
べ
き
強
力
な
研
究
推
進
体
制
が
敷
か
れ
つ
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つ
あ
る
。
こ
う
し
た
大
勢
の
中
、
生
命
倫
理
上
の
問
題
提
起
す

ら
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

ヒ
ト
の
生
殖
細
胞
か

ら
作
成
さ
れ
る
点
で
倫
理
的
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

E
S

細
胞
に
つ
い
て
も
、

ア
メ
リ
カ
で
大
統
領
交
代
に
よ
る
ド
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
政
策
転
換
が
あ
り
、
今
後
大
き
く
推
進
さ
れ
て
い

く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

宗
教
教
団
の
対
応
に
目
を
移
す
と
、
生
殖
細
胞
の
利
用
と
い

う
点
で
は
反
対
な
い
し
否
定
的
な
見
解
が
少
な
く
な
い
が
、
生

殖
細
胞
を
利
用
し
な
い

i
p
S
細
胞
に
対
し
て
は
明
確
な
反
対

は
見
ら
れ
ず
、
バ
チ
カ
ン
な
ど
は
早
々
に
賛
意
を
表
明
し
て
い

る
。
し
か
し
、
生
殖
細
胞
の
利
用
と
い
う

一
点
を
除
く
と
、
再

生
医
療
に
対
す
る
宗
教
教
団
の
倫
理
的
検
討
は
未
着
手
の
状
態

と
言
え
、
本
格
的
な
議
論
が
始
ま
る
の
は
い
ま
少
し
先
に
な
り

そ
う
な
状
況
で
あ
る
。
こ
の
間
に
も
技
術
面
で
は
日
進
月
歩
の

進
展
が
予
想
さ
れ
、
倫
理
面
で
の
慎
重
な
討
議
を
経
な
い
ま
ま

に
再
生
医
療
が
実
用
化
し
既
成
事
実
化
し
て
い
く
お
そ
れ
も
あ

る

【
研
究
大
綱
】

本
年
度
の
調
査
研
究
は
、
各
分
野
ご
と
に
担
当
者
を
決
め

各
担
当
者
が
文
献
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
か
ら
デ
l
タ
を
収

集
、
整
理
・
分
析
し
た
結
果
を
研
究
会
で
報
告
し
、
問
題
点
の

抽
出
な
ら
び
に
見
解
の
骨
子
作
成
を
参
加
者
全
員
に
よ
る
自
由

討
議
に
て
行
っ
た
。
ま
た
、
幅
広
く
情
報
収
集
を
行
う
た
め
に

研
究
所
外
部
の
研
究
会
へ
も
積
極
的
に
参
加
し
た
。

O
調
査
研
究

以
下
の
分
野

・
担
当
者
に
よ
り
、
情
報
の
収
集
お
よ
び
整
理

を
行
っ
た
。

*
研
究
統
括
、
科
学
・
医
療
技
術
の
動
向
:
:
:
:
:
今
岡
達
雄

*
国
内
に
お
け
る
動
向
①

(
政
府
・

学
界

・
メ
デ
ィ
ア
等
)

坂
上
雅
翁

*
国
内
に
お
け
る
動
向
②
(宗
教
教
団
)
・
:
名
和
清
隆
・
吉
田
淳
雄

*
海
外
に
お
け
る
動
向
①

(
政
府
・

学
界

・
メ
デ
ィ
ア
等
)

水
谷
、:止

士，D'、

*
海
外
に
お
け
る
動
向
②

(宗
教
教
団
)
:
j
i
-
-
:
:
戸
松
義
晴
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*
教
義
面
で
の
検
討
(
仏
教
学

・
浄
土
宗
学
)

袖
山
柴
輝

林
田
康
)1慎

*
生
命
倫
理
問
題
全
般
の
動
向
把
握

:
吉
田
淳
雄
・
粛
藤
知
明
・
鍵
小
野
和
敬

O
外
部
研
究
会
へ
の
参
加

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
扱
う
問
題
が
広
範
で
あ
る
上
に
進

展
の
速
度
が
著
し
い
た
め
、
積
極
的
に
外
部
の
研
究
会
等
に
参

加
し
、
情
報
収
集
や
意
見
交
換
に
努
め
て
い
る
。
本
年
度
は

他
教
団
と
の
交
流
事
業
の

一
つ
で
あ
る
教
団
付
置
研
究
所
懇
話

会
の
下
部
組
織
で
あ
る
生
命
倫
理
研
究
部
会
を
中
心
に
、
日
本

生
命
倫
理
学
会
な
ど
の
研
究
会
議
へ
参
加
し
た
。
詳
細
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

*
平
成
却
年
6
月
5
日

於
・
大
本
東
京
本
部

教
団
付
置
研
究
所
懇
話
会

第
7
回
生
命
倫
理
研
究
部
会

今
岡
・
名
和
・
吉
田
が
参
届

*
平
成
初
年
8
月
お
日

於
・
大
本
東
京
本
部

教
団
付
置
研
究
所
懇
話
会

第
8
回
生
命
倫
理
研
究
部
会

今
岡
・
坂
上
・
吉
田
が
参
加

*
平
成
初
年
日
月

m
l初
日

於
・
九
州
大
学

56 

第
却
回
日
本
生
命
倫
理
学
会
年
次
大
会

-
今
岡
が
参
加

*
平
成
初
年
ロ
月
3
日

於
・
日
本
青
年
館

日
本
宗
教
連
盟
第
3
回
宗
教
と
生
命
倫
理
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
い

ま
、
い
の
ち
を
考
え
る
|
脳
死
・
臓
器
移
植
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」

-吉
田
が
参
加

*
平
成
却
年
ロ
月

m
l
u日

於
・
京
都
国
際
ホ
テ
ル

コ
ル
モ
ス

(
現
代
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
研
究
会
)
研
究
会

議
「
環
境
倫
理
と
宗
教
文
化
」

名
和
・
吉
田
が
参
茄

*
平
成
幻
年
3
月
U
日

於
・
東
京
大
学

グ
ロ
ー
バ
ル

C
O
E
「
死
生
学
の
展
開
と
組
織
化
」
主
催
ワ
l

ク
シ
ョ
ッ
プ
「
生
殖
と
死
の
生
命
倫
理
」

戸
松
が
参
加

そ
の
他

浄
土
宗
教
学
局
よ
り
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
、
第
引
・

m出
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回
教
学
高
等
講
習
会
へ
の
出
講
要
請
が
あ
り
、
脳
死
臓
器
移
植

尊
厳
死

・
生
殖
補
助
医
療
に
関
す
る
現
状
と
生
命
倫
理
上
の
問

題
点
、
浄
土
宗
教
師
の
対
応
に
つ
い
て
講
義
を
行
っ
た
。
出
講

者
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

*
第
引
回
(
知
恩
院

・
6
月
初
日
)

今
岡
達
雄
(
総
説
)
・
坂

上
雅
翁
(
脳
死
臓
器
移
植
)
・
吉
田
淳
雄
(
尊
厳
死
)
・
水
ハ
金
佃

志
(
生
殖
補
助
医
療
)

*
第
位
回
(
増
上
寺

-m月
2
日
)

今
岡
達
雄
(
総
説
)
・
坂

上
雅
翁
(
脳
死
臓
器
移
植
)
・
戸
松
義
晴
(
生
殖
補
助
医
療
)
・

名
和
清
隆
(
尊
厳
死
)

ま
た
、
依
頼
に
よ
り
福
島
教
区
普
通
講
習
会
(
平
成
幻
年
2

月
四
日
)
に
出
講
、
「
い
の
ち
を
め
ぐ
る
諸
問
題
|
あ
な
た
な
ら

ど
う
し
ま
す
か
?
|
」
(
出
講
者

・
吉
田
淳
雄
)
と
の
タ
イ
ト
ル

で
講
義
を
行
っ
た
。

【
罪
九
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

第
1
回
研
究
会

平
成
却
年
4
月
幻
日

①
本
年
度
の
研
究
計
画
に
つ
い
て

②
再
生
医
療
の
倫
理
的
問
題
点
に
つ
い
て

①
第
引
回
教
学
高
等
講
習
会
へ
の
出
講
に
つ
い
て

④
生
命
倫
理
に
関
す
る
最
近
の
動
向
(
情
報
交
換
)

第
2
回
研
究
会

平
成
初
年
5
月
初
日

①
教
学
高
等
講
習
会
で
の
発
表
内
容
に
つ
い
て

①
生
命
倫
理
に
関
す
る
最
近
の
動
向
(
情
報
交
換
)

第
3
回
研
究
会

平
成
初
年
6
月
初
日

~ ~ 
議E
理の
に研
関究
す目
る標
最・

習室
動・

向話
情分
報担

議5
て

第
4
回
研
究
会

平
成
初
年
7
丹
羽
日

め
泊
教
団
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
素
案
の
検
討

②
再
生
医
療
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て
、
他

③
生
命
倫
理
に
関
す
る
最
近
の
動
向
(
情
報
交
換
)

第
5
回
研
究
会

平
成
初
年
8
月
お
日

①
ア
ン
ケ
ー
ト
文
案
の
検
討

①
生
命
倫
理
に
関
す
る
最
近
の
動
向
(
情
報
交
換
)

第
6
回
研
究
会

平
成
初
年
9
月
mm
日

①
ア
ン
ケ
ー
ト
文
案
の
確
認
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②
第
位
回
教
学
高
等
講
習
会
に
つ
い
て

③
生
命
倫
理
に
関
す
る
最
近
の
動
向
(
情
報
交
換
)

第
7
回
研
究
会

平
成
初
年
日
月
幻
日

①
ア
ン
ケ
ー
ト
の
送
付
先
に
つ
い
て

②
下
半
期
の
研
究
計
画
に
つ
い
て

③
生
命
倫
理
に
関
す
る
最
近
の
動
向
(
情
報
交
換
)

第
8
回
研
究
会

平
成
却
年
ロ
月
8
日

①
研
究
成
果
中
間
報
告

*
I
P
S
細
胞
研
究
を
め
ぐ
る
国
内
の
動
向
(
政
府
・学
界
・

メ
デ
ィ
ア
等
)

②
日
本
生
命
倫
理
学
会
参
J

加
報
告

③
日
宗
連
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
報
告

④
生
命
倫
理
に
関
す
る
最
近
の
動
向
(
情
報
交
換
)

第
9
回
研
究
会

平
成
幻
年
1
月
初
日

①
ア
ン
ケ
ー
ト
発
送
準
備

②
次
回
中
間
報
告
に
つ
い
て

③
生
命
倫
理
に
関
す
る
最
近
の
動
向
(
情
報
交
換
)

第
叩
回
研
究
会

平
成
幻
年
2
月
お
日

①
研
究
成
果
中
間
報
告

58 

*
E
S
-
-
l
p
S
細
胞
研
究
を
め
ぐ
る
海
外
の
動
向
(
政
府
・

学
界

・
メ
デ
ィ
ア
等
)

*
再
生
医
療
の
倫
理
的
問
題
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て

②
生
命
倫
理
に
関
す
る
最
近
の
動
向
(
情
報
交
換
)

第
日
回
研
究
会

平
成
幻
年
3
月
お
日

①
研
究
成
果
中
間
報
告

*
E
S
・
i
p
S
細
胞
研
究
を
め
ぐ
る
海
外
の
動
向
(
宗
教

教
団
)

*
再
生
医
療
に
対
す
る
圏
内
宗
教
教
団
の
対
応

②
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
生
殖
と
死
の
生
命
倫
理
」
参
加
報
告

③
生
命
倫
理
に
関
す
る
最
近
の
動
向
(
情
報
交
換
)

【文
責
者
}

吉
田
淳
雄
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総
合
研
究

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

現
代
葬
祭
仏
教
研
究

【
研
究
目
的
】

現
代
の
葬
送
儀
礼
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
新
た

な
る
葬
制
の
対
応
を
考
え
、
浄
土
宗
の
教
学

・
法
式
に
対
応
し

た
浄
土
宗
的
葬
祭
の
あ
り
方
を
研
究
し
て
い
る
。
特
に
、
近
年

大
き
く
変
容
し
て
い
る
葬
祭
の
実
態
と
、
檀
信
徒
の
葬
祭
に
対

す
る
意
識
の
変
化
を
探
る

「現
代
葬
祭
仏
教
」
の
研
究
を
行
つ

て
い
る
。
平
成
口
年
に
檀
信
徒
を
対
象
と
し
た
「
お
葬
式
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
に
基
づ
い
て
、
檀
信
徒
の
宗
教
観
を

分
析
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
全
国
寺
院
を
対
象
と
し
た

「お

葬
式
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
(寺
院
対
象
こ
を
実
施
し
て

葬
祭
の
実
態
と
僧
侶
の
意
識
を
探
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
僧
侶
と

檀
信
徒
と
の
葬
祭
に
関
す
る
意
識
を
比
較
分
析
し
、
浄
土
宗
の

今
後
の
教
化
の
方
向
性
を
考
え
る

一
助
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

浄
土
宗
的
葬
祭
の
あ
り
方
を
提
言
す
る
こ
と
が
研
究
目
的
で
あ

る【
隼
禾
大
綱
】

『宗
報
』
平
成
羽
年
4
月
号
か
ら

一
年
間
に
わ
た

っ
て、

「激

変
す
る
檀
信
徒
の
宗
教
観

崩
れ
ゆ
く
葬
祭
の
こ
こ
ろ
」
を
連

載
し
た
。
こ
れ
は
檀
信
徒
を
対
象
と
し
た

「お
葬
式
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
中
心
に
、

平
成
以
降
急
激
に
変
化
し
て

き
た

「
葬
祭
の
実
態
」
と

「
葬
祭
か
ら
見
え
る
宗
教
観
」
の
変
容
、

特
に
「
檀
信
徒
の
宗
教
観
」
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
分
析
し
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た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
連
載
は
、
各
担
当
者
が
起
草
し
た
内
容

を
、
全
研
究
員
が
検
討
を
加
え
て
、
最
終
的
な
合
意
に
基
づ
い

て
、
執
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
内
容
に
関
す
る
最
終
的
な
責
任
は

現
代
葬
祭
仏
教
研
究
班
が
負
う
論
考
で
あ
る
。

平
成
担
年
2
月
初
日
に
は
、
「
崩
れ
ゆ
く
葬
祭
の
こ
こ
ろ

土品

1

聞
い
直
す

『葬
式
仏
教
」」
と
題
す
る
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
開
催
し
、
「
葬
式
仏
教
か
ら
死
者
供
養
仏
教
」
と
題
す
る
基

調
講
演
と
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。
当
日
は
読

売
新
聞
の
開
催
広
告
も
あ
り
、
約
百
五
十
名
の
参
加
者
が
あ
っ

た
。
ま
た
、

い
く
つ
か
の
宗
教
系
の
新
聞
に
講
演
の
詳
細
が
紹

介
さ
れ
た
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
檀
信
徒
対
象
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
し

て
、
寺
院
対
象
の
「
お
葬
式
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を

作
成
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
幻
年
3
月
に
、
浄
土
宗
全
寺
院

7
0
4
5
ヶ
寺
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
(
調
査
票
)
を
郵
送
し

住
職
あ
る
い
は
お
葬
式
を
勤
め
て
い
る
教
師
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
依
頼
実
施
し
た
。
回
収
方
法
は

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
が

浄
土
宗
総
合
研
究
所
に
直
接
郵
送
す
る
方
法
を
と
っ
た
。
回
答

タ

l
化
す
る
。

期
限
は

5
月
末
日
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
降
に
入
力
デ
i

60 

【
研
究
成
果
】

第

1
回

2
示
報
』
で
の
分
析
発
表

西
城
宗
隆

p 

第
2
回

第
3
回

第
4
回

第

5
回

第

6
回

第

7
回

第
8
回

第
9
回

「
変
わ
る

『お
葬
式
と
そ
の
意
識
』」

「新
し
い
お
葬
式
の

〈
か
た
ち
〉
|
宿
性
化
』
と
『
個

別
化
』
す
る
お
葬
式
|
」

名
和
清
隆

「
希
薄
化
す
る
人
間
関
係
ー
な
く
な
る
世
代
差
・
地
域

差
と
お
葬
式
の
変
化
|
」

「
通
夜

・
葬
儀
の

『場
所
」

武
田
道
生

の
変
化
が
も
た
ら
す
影
響
」

大
蔵

健
司

「
こ
ん
な
に
も
遣
う
げ

お
葬
式
の
実
態
」

名
和
清
隆

「
私
の
お
葬
式
は
こ
う
し
て
ほ
し
い
」

大
蔵
健
司

「今、

『お
葬
式
」
に
必
要
な
こ
と
|
檀
信
徒
の
意
識

か
ら
考
え
る
|
」

和
田
典
善

「
戒
名
か
俗
名
か
」

西
城
宗
隆

「
女
性
の
お
葬
式
の
意
識
」

田
中
和
敬
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第
叩
回

「
お
葬
式
の
意
味
|
来
世
観
と
死
者
と
の
か
か
わ
り
l
」

和
田
典
善

第
日
回

「
団
塊
の
世
代
が
変
え
る
葬
祭
の
と
こ
ろ
」

武
田
道
生

第
ロ
回

「
新
た
な
る
葬
祭
の
こ
こ
ろ
へ
の
取
り
組
み
」

武
田
道
生

「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
の
分
析
か
ら
見
え
た
も
の
は
、
「
お
葬
式
」

の
重
要
性
を
伝
え
る
こ
と
と
、
「
新
た
な
る
葬
祭
の
こ
こ
ろ
」

ノ¥

の
対
応
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ま
ず
往
生
成
仏
を
目
指
す
浄
土
宗
の
教
義
に
基
づ
い
た

「
お
葬
式
」
の
意
義
を
檀
信
徒
に
伝
え
る
こ
と
、
次
に
故
人
が
家

族
を
含
め
て
多
く
の
人
々
を
見
守
り
救
済
す
る
存
在
と
な
る
た

め
の
最
初
の
儀
礼
が
「
お
葬
式
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
念
仏

者
の
証
と
し
て
の
戒
名
の
意
義
な
ど
を
含
め
て
わ
か
り
や
す
く

説
く
こ
と
が
、
今
こ
そ
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
(
2
亦
報
』

3
月
号
日
頁
)
。

【公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
】

平
成
幻
年
2
月
初
日
(
金
)

大
本
山
増
上
寺
三
縁
ホ
1
ル

基
調
講
演

「
葬
式
仏
教
か
ら
死
者
供
養
仏
教
へ
」

駒
津
大
学
教
授

池
上
良
正

パ
、
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

パ
ネ
リ
ス
ト

「
浄
土
宗
檀
信
徒
の
葬
祭
意
識

『お
葬
式
に
関
す
る
ア
ン

ケ
l
ト
調
査
』
よ
り
」

名
和
清
隆

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
・
淑
徳
短
期
大
学

兼
任
講
師

「
曹
洞
宗
の
取
り
組
み
」

竹
内
弘
道

曹
洞
宗
総
合
研
究
所
セ
ン
タ
ー
主
任
研
究
員

「『集
団
か
ら
個
人
へ
」
価
値
意
識
の
転
換
に
日
本
仏
教
は
ど
う

対
応
す
る
か
」

井
上
治
代

東
洋
大
学
准
教
授
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

代
表

「『崩
れ
ゆ
く
葬
祭
の
こ
こ
ろ
』
を
構
築
し
直
す
た
め
の
、
葬
儀

現
場
か
ら
の
提
案
」

溝
口
勝
巳

溝
口
祭
典
社
長

現代葬祭仏教研究総合研究プロジェクト61 



コ
メ
ン
テ
l
タ

l

池
上
良
正

駒
津
大
学
教
授

コ
l
デ
ィ
、
不
l
タ

l

武
田
道
生

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
・
淑
徳
大
学
准
教

授右
記
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
講
演
録
は
、

『宗
報
』
に
掲
載

す
る
予
定
で
あ
る
。

【
研
究
会
開
日
及
び
内
容
】

V

2
示
報
」
原
稿
の
検
討

4
月
M

お
日
、
5
月

9

ロ
・
お
日
、

6
月

2
日、

月
7
日、

8
月

4
-m
・
初
日
、

、7
3
1
i
L

内

L
n
y
-
-
、

【

;
F司

a

旬

i
n
L
r
t

1

i

4

4

7

1

、

c
F
rt

・
'
i
.
n
L

ワ白

r
E

唱

I

3
4
J
aE
E

A

U

司
i

3

4

、

噌

E
A
r
r
r
F
J
4

1
E
A

噌

E
A
r
ι
ι

ロ
月
日
日
、

合
計
幻
回
。

V
宗
教
観
世
論
調
査
に
つ
い
て

6
月
日
日

V
中
外
日
報
、
「
お
葬
式
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
に
つ
い

て
の
取
材

6
月
お
日

62 

V
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て

基
調
講
演
・
パ
ネ
リ
ス
ト
の
講
師
選
定
に
つ
い
て

8
月

4
-
m日

副
題
に
つ
い
て

叩
月
H
目、

日
月
日
日

内
容
等
打
ち
合
わ
せ

1
月
四
日
、

2
月
6
・
9
-
M
・
四
日

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

2
月
初
日

7 

V
寺
院
対
象
「
お
葬
式
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」

の
設
問

10 

に
つ
い
て

9
月
ロ
・

2
日、

ロ
月
8
・2
日、

1
月
お
日
、

2
月
9
-
n
-
U
日

3
月
2
・
5
・
ロ
日
、
合
計
日
回
。

{文
責
者
}

西
城
宗
隆
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総
合
研
究

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

国
際
対
応
研
究

【
阿
見
九
目
的
}

本
研
究
班
は
浄
土
宗
幻
世
紀
噴
頭
宣
言
に
あ
る

「世
界
に
共

生
を
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
基
づ
き
、
法
然
上
人
の
教
え
を
世
界

に
広
く
知
ら
し
め
、
共
生
の
社
会
を
具
現
化
す
る
た
め
の
研
究

を
目
的
と
し
て
い
る
。

そ
の

一
環
と
し
て
海
外
の
研
究
者
と
の
意
見
交
換
を
お
こ
な

ぃ
、
国
際
的
視
点
か
ら
法
然
浄
土
教
を
問
い
直
し
、
そ
の
成
果

を
浄
土
宗
の
聖
典
翻
訳
に
反
映
さ
せ
る
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
ま
た
同
時
に
、
翻
訳
し
た
聖
典
お
よ
び
国
際
学
会
や
セ
ミ

ナ
l
の
成
果
を

『教
化
研
究
」
及
び
、
研
究
所
の
ホ
l
ム
ペ

l

ジ
に
掲
載
し
、
世
界
に
向
け
て
法
然
上
人
の
教
え
を
発
信
し
、

世
界
に
聞
か
れ
た
浄
土
教
を
目
指
し
て
い
る
。

【
寛
九
内
容
】

『浄
土
三
部
経
』
「
和
語
燈
録
』
『
観
経
疏
」

②
国
際
会
議
及
び
学
会
へ
の
参
加

①
浄
土
宗
聖
典
翻
訳

③
浄
土
宗
総
合
研
究
所
ホ
l
ム
ペ
ー
ジ

④
出
版
物

英
語
版
の
運
営

{
克
九
大
綱
】

①
浄
土
宗
聖
典
翻
訳

「浄
土
三
部
経
』
に
つ
い
て

カ
レ
ン
・
マ

ッ
ク
研
究
員
を
中
心
に

『無
量
寿
経
」
巻
下
の

国際対応研究総合研究プロジェクト63 



翻
訳
及
び
編
集
を
通
年
お
こ
な
っ
た
。

三
部
経
現
代
語
訳
研
究
の
研
究
会
に
参
加
し
、
現
代
語
訳
と

英
訳
の
差
異
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
。

『和
語
燈
録
』
に
つ
い
て

当
研
究
班
研
究
員
及
び
研
究
ス
タ
ッ
フ
で
「

一
百
四
十
五
箇

条
問
答
」

の
古
語
及
び
現
代
語
訳
の
確
認
を
す
る
翻
訳
準
備

作
業
を
行
い
、

6
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
マ

l
ク

ブ
ラ
ム
准
教
授
を
招
聴
し
、
「

一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
の
翻

訳
に

一
ヶ
月
間
従
事
項
き
完
成
さ
せ
た
。
「
一
百
四
十
五
箇
条

問
答
」

の
英
訳
は
本
誌
研
究
ノ

l
ト
に
掲
載
し
て
あ
る
の
で

ご
参
両
…
頂
き
た
い
。

そ
の
他
、
年
聞
を
通
し
て
こ
れ
ま
で
に
翻
訳
し
た
英
文
の
確

認
作
業
と
し
て
、
「
浄
土
宗
略
抄
」
、
「
鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
に

進
す
る
お
返
事
」
、
「
三
心
義
」

の
検
討
を
当
研
究
班
研
究
員

及
び
研
究
ス
タ
ッ
フ
で
行
っ
た
。
現
在
は
、
来
年
度
翻
訳
を

予
定
し
て
い
る
「
往
生
浄
土
用
心
」
の
翻
訳
準
備
作
業
を
行
つ

て
い
る
。

『観
経
疏
」
に
つ
い
て

柴
田
研
究
員
及
び
、

マ
ー
ク
・

、ブ
ラ
ム
氏
を
中
心
と
し
て

「観

64 

経
疏
」
「
序
分
義
」
の
翻
訳
を
進
め
た
。

②
国
際
会
議
共
ひ
学
会
へ
の
参
加

-
世
界
仏
教
徒
連
盟

(
W
F
B
)
世
界
仏
教
徒
会
議
日
本
大
会
の

企
画
開
催
に
協
力
し
た
。
(
日
月
)

③
浄
土
宗
総
合
研
究
所
英
語
版
ホ
1
ム
ペ

l
ジ
の
運
営

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ワ
ッ
ツ
研
究
員
を
中
心
と
し
て
、
総
合
研
究
所

英
語
版
ホ
l
ム
ペ

l
ジ
の
運
営
戎
ひ
更
新
を
行
っ
て
い
る
。

昨
年
ま
で
国
際
対
応
研
究
班
で
開
催
し
て
い
た
、
宗
教
・
医
療

分
野
に
従
事
す
る
専
門
家
が
討
論
や
調
査
研
究
を
共
同
で
お
こ

な
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
♀

σ
g仏ロ
2
5
(往
生
と
死
こ
に
於
け

る
講
演
や
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
ま
と
め
た
書

籍
一
「
Z
巾
〈
巾
『
巴
お
と
o
ロ
巾
」
(
浄
土
宗
出
版
)
を
6
月
に
出
版
し
た
。

開
閉
究
会
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

第
1
回

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
和
訳
検
討

4
月
1
日

第

2
回

4
月
8
日
「

一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
和
訳
検
討
お
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第

3
回

よ
び

「
浄
土
宗
略
抄
」
英
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
和
訳
検
討

第

4
回

第

5
回

第

6
回

第

7
回

第

8
回

第

9
回

第
叩
回

第
日
回

第
ロ
回

4
月
日
日

4
月
お
日

4
月
お
日

5
月
日
日

5
月
初
日

5
月
初
日

ハ

b
日
川
つ
臼
口
μ

6
月
3
日

P
O
白
川

F
O
口
u

F
b白
川

Q
d
口
μ

『無
量
寿
経
巻
下
』
英
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
和
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
和
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
和
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
英
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
英
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
英
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
英
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
英
訳
検
討
お

よ
び

「観
経
疏
」
英
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
英
訳
検
討

第
日
回

第

U
回

第
日
回

第
日
回

第
口
回

第
日
回

6
月
日
日

6
月
日
日

6
月
日
日

6
月
口
日

6
丹
羽
日

7
月
8
日

『観
経
疏
」
英
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
英
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
英
訳
検
討

「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
英
訳
検
討

「
往
生
浄
土
用
心
」
の
作
業
方
針
確
認

第
四
回

第
初
回

第
包
囲

第
包
囲

第
お
回

第
包
囲

7
月
却
日

8
月
四
日

8
月
初
日

9
月
2
日

9
月
日
日

9
月
初
日

事
」
の
英
訳
検
討

日
月
M
日

第
お
回

事
」
の
英
訳
検
討

ロ
月
9
日

第
初
回

第
幻
回

第
沼
田

第
却
回

第
羽
田

第
出
回

1
月
初
日

2
月
刊
日

2
月
日
日

3
月
日
日

3
月
白
日

「
往
生
浄
土
用
心
」
の
英
訳
準
備
研
究

「
浄
土
宗
略
抄
」
の
英
訳
確
認

「
往
生
浄
土
用
心
」
の
英
訳
準
備
作
業

「
浄
土
宗
略
抄
」
の
英
訳
検
討

「
往
生
浄
土
用
心
」
の
英
訳
準
備
作
業

「
鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
に
進
す
る
お
返

「
鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
に
進
す
る
お
返

「
往
生
浄
土
用
心
」
の
英
訳
準
備
研
究

「
往
生
浄
土
用
心
」
の
英
訳
準
備
研
究

「
往
生
浄
土
用
心
」
の
英
訳
準
備
研
究

「三
心
義
」
の
英
訳
準
備
研
究

「三
心
義
」
の
英
訳
編
集
会
議

「
往
生
浄
土
用
心
」
の
英
訳
準
備
研
究

{文
責
者
】

戸
松
義
晴
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総
合
研
究

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

明
治
期
の
浄
土
教
団
の
総
合
的
研
究

【
研
究
目
的
】

本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
明
治
期
の
浄
土
宗
教
団
に
つ
い

て
、
新
政
府
下
に
お
け
る
当
時
の
宗
教
政
策
の
流
れ
や
各
教
団

の
対
応
を
踏
ま
え
た
上
で
、
近
代
的
教
団
成
立
の
歴
史
的
な
展

聞
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
代
浄
土
宗
教
団
の
抱
え
る
諸

問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
資
料
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る【
克
九
内
容
】

本
年
度
は
、
昨
年
度
よ
り
引
き
続
き
、
宗
内
外
か
ら
識
者
を

招
鴨
し
て
、
講
義
を
い
た
だ
き
、
そ
の
内
容
を
記
録
に
ま
と
め
た
。
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ま
た
、
明
治
期
の
浄
土
宗
教
団
の
基
礎
資
料
で
あ
る

『浄
土
宗

大
年
表
』
や
「
宗
網
宗
規
」
な
ど
を
基
に
し
て
、
明
治
期
の
浄

土
宗
教
団
に
関
連
す
る
デ
l
タ
の
整
理
を
行
っ
た
。

【
作
業
大
綱
】

(1
)
講
師
講
義

ま
ず
、
当
研
究
所
研
究
員
の
林
田
康
順
氏
に
「
大
教
院
時
代

に
お
け
る
宗
政
」
の
テ
l
マ
で
講
義
を
い
た
だ
き
、
明
治
政
府

下
の
大
教
院
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
教
団
の
政
治
的
な
動
向
に

つ
い
て
議
論
を
交
わ
し
た
。
続
い
て
、
近
代
の
宗
教
行
政
史
を

専
門
と
し
、

「大
教
院
の
研
究
|
明
治
初
期
宗
教
行
政
の
展
開
と

挫
折
」
の
著
書
が
あ
る
慶
聴
義
塾
大
学
法
学
部
准
教
授
の
小
川
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原
正
道
氏
に
「
本
願
寺
派
に
お
け
る
大
教
院
の
研
究
」
の
テ
l

マ
で
ご
講
義
い
た
だ
い
た
。
本
講
義
で
は
、
明
治
維
新
期
の
宗

教
政
策
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
教
部
省
の
設
置
と
本
願
寺

派
の
動
向
、
さ
ら
に
大
教
院
の
設
置
と
大
教
院
分
離
運
動
、
増

上
寺
に
大
教
院
が
設
置
さ
れ
た
経
緯
や
大
教
院
放
火
事
件
な
ど

に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
い
た
だ
き
、
学
習
を
深
め
た
。
福
西

賢
兆
氏
に
は
「
七
五

O
年
遠
思
前
後
の
宗
務
所
の
状
況
に
つ
い

て
」
の
テ
l
マ
で
講
義
を
い
た
だ
き
、
七
五

O
年
遠
思
前
後
の

教
務
所
の
位
置
や
第

一
回
宗
議
会
の
様
子
、

さ
ら
に
は
内
局
の

編
成
状
況
な
ど
、
当
時
の
貴
重
な
情
報
に
つ
い
て
お
話
を
い
た

w
'
E

、e
-F-

。

手
J

v
u
手
J

(2)
研
究
発
表

当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
員
で
あ
る
東
海
林
良
昌
氏
に
「
近

代
知
識
人
の
法
然
上
人
像
|
植
村
正
久
「
黒
谷
上
人
」
を
め

ぐ
っ
て
」
、
同
じ
く
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
の
宮
入
良
光

氏
に
「
戦
前

・
戦
中
に
お
け
る
布
教
師
の
動
向
①
|
吉
岡
町

成
に
つ
い
て
|
」

の
タ
イ
ト
ル
で
そ
れ
ぞ
れ
研
究
発
表
を
い

た
だ
き
、
明
治
期
か
ら
昭
和
期
の
社
会
的
状
況
や
価
値
観
の

変
遷
、
さ
ら
に
は
浄
土
宗
布
教
師
の
置
か
れ
た
状
況
な
ど
に

つ
い
て
議
論
を
交
わ
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
年
度
は
明
治
期
を
中
心
と
し
た
多
彩

な
テ

l
マ
に
よ
る
講
義
を
拝
聴
し
、
研
究
員
同
士
の
共
通
認

識
と
方
向
性
の
確
認
を
行
っ
た
。

(3)
明
治
期
浄
土
宗
教
団
に
関
す
る
基
礎
資
料
の
整
理

明
治
期
の
浄
土
宗
教
団
に
関
す
る
最
も
有
用
な
基
礎
資
料

で
あ
る

「浄
土
宗
大
年
表
』
を
基
に
し
て
、
新
た
な
浄
土
宗

近
現
代
史
年
表
の
作
成
を
行
う
と
い
う
企
画
に
関
し
て
多
く

の
議
論
を
交
わ
し
た
。
こ
れ
は
主
に
電
子
テ
キ
ス
ト
と
し
て

の
使
用
を
想
定
し
て
お
り
、
利
便
性
の
高
い
資
料
整
理
を
目

指
し
て
い
る
。
さ
ら
に
昨
年
度
に
蒐
集
し
て
い
た
明
治
期
か

ら
大
正

・
昭
和
期
に
か
け
て
の
「
宗
網
宗
規
」
に
つ
い
て

年
代
が
古
い
も
の
か
ら
順
次
、
電
子
テ
キ
ス
ト
化
を
行
っ
て

い
る
。
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
今
後
の
活
動
に
役
立
て
て
ゆ
く

予
定
で
あ
る
。

【
研
究
開
催
日
及
び
克
九
内
容
】

明治期の浄土教団の総合的研究総合研究プロジェクト67 



平
成
初
年

4
月
初
日

5
月
四
日

6
月
お
日

9
月
辺
日

10 
月
6 
日

総
合
研
究

林
田
康
順
氏
講
義

全
体
研
究
会

福
西
賢
兆
氏
講
義

全
体
研
究
会

東
海
林
良
昌
氏
、
宮
入
良
光
氏
研
究
発
表

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

近
世
浄
土
宗
学
の
基
礎
的
研
究

【
箆
九
目
的
】

本
研
究
班
は
浄
土
宗
正
所
依
の
経
典
で
あ
る

「浄
土
三
部
経
』

ロ
月
日
日

平
成
幻
年

2
月
9
日

3
月
日
日

3
月
初
日

全
体
研
究
会

68 

小
川
原
正
道
氏
講
義

全
体
研
究
会

全
体
研
究
会

【文
責
者
}

大
蔵
健
司

が
、
近
世
以
降
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
を
調
査
研

究
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

浄
土
宗
に
お
け
る
浄
土
三
部
経
の
理
解
は
、

二
祖
三
代
の
領

解
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
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ぃ
。
法
然
上
人
に
『
無
量
寿
経
釈
』、
『
観
無
量
寿
経
釈
」、
『
阿

弥
陀
経
釈
」
の
『
三
部
経
釈
」
が
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は

逐
語
的
な
注
釈
で
は
な
く
、

む
し
ろ
法
然
上
人
の
三
部
経
の
領

解
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
逐
語
的
な
注
釈
と
な
る
と
善

導
大
師
の

「観
経
疏
」
と
了
慧
の
『
無
量
寿
経
紗
』
を
除
け
ば
、

江
戸
期
の
学
僧
で
あ
る
義
山
良
照
の

『浄
土
三
部
経
随
開
講

録
』
と
観
徹
の

『浄
土
三
部
経
合
讃
』
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
そ
し
て
現
在
の
浄
土
宗
に
お
け
る
『
三
部
経
」
の
理
解
は
、

語
句
の
意
義
内
容
は
も
ち
ろ
ん
、
音
読
上
の
音
価
の
確
定
ま
で

こ
の
二
人
の
著
作
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。「
合
讃
」
は
江
戸

時
代
に
開
板
さ
れ
て
以
後
、
浄
土
宗
内
で
は
非
常
に
よ
く
読
ま

れ、

『浄
土
宗
全
書
」
に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
『
浄

土
宗
選
集
』
に
収
録
さ
れ
て
書
き
下
し
文
と
し
て
出
版
さ
れ
て

いヲ。
。

一
方、

「随
聞
講
録
」
は
写
本
で
し
か
伝
え
ら
な
か
っ
た

も
の
の
、

『浄
土
宗
全
書
」
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ

こ
の
活
字
本
の

『随
聞
講
録
』
は
必
ず
し
も
読
み
や
す
い
も
の

で
は
な
く
、
誤
植
や
、
読
者
へ
の
配
慮
か
ら
と
思
わ
れ
る
書
き

換
え
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
班
で
は
、

『随
聞
講
録
」

読
解
研
究
を
中
心
と
し
て
、
近
世
の
浄
土
宗
に
お
け
る

「浄
土

三
部
経
』
の
理
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
解
明

し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

【
研
究
内
容
】

義
山
「
浄
土
三
部
経
随
開
講
録
』
の
書
き
下
し
文
を
作
成
す
る
。

そ
の
際
、
浄
全
本
が
底
本
と
し
た
写
本
と
の
対
校
を
行
い
、
誤

植
な
ど
は
修
正
す
る
。
ま
た
、
出
典
を
極
力
調
査
す
る
。

【
作
業
大
綱
】

本
年
度
は
次
の
二
項
目
の
作
業
を
行
っ
た
。

ィ
.

『浄
土
三
部
経
随
聞
講
録
』
全
十
巻
の
内
、
「
阿
弥
陀
経
随

聞
講
録
』
(
四
年
度
に
電
子
テ
キ
ス
ト
化
済
)
を
除
く
全
て

の
電
子
テ
キ
ス
ト
化
。
本
年
度
で

『浄
土
三
部
経
随
聞
講
録
」

の
電
子
テ
キ
ス
ト
化
は
完
了
し
た

(
電
子
テ
キ
ス
ト
の
修
正

作
業
は
書
き
下
し
文
作
成
と
平
行
し
て
行
う
)
。

ニ.

『阿
弥
陀
経
随
聞
講
録
」
の
書
き
下
し
文
の
作
成
。
事
前
に

の

研
究
員
が
各
自
分
担
し
て
書
き
下
し
文
を
作
成
し
、
研
究
会
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に
お
い
て
修
正
し
て
ゆ
く
。

四
年
度
に

一
部
を
行
っ
た
が
、
そ
の
部
分
の
再
確
認
を
含
め
、

「阿
弥
陀
経
随
聞
講
録
」
の
書
き
下
し
作
業
を
完
了
し
た
。

【
研
究
会
開
催
日
及
び
克
九
内
容
】

平
成
初
年

4
月
M
日
、

7
月
凶
日
、

6
月
M
日
、
7
月
3
日
、

7
月
辺
日

総
合
研
究

総
合
研
究
プ
口
ジ
工
ク
卜

往
生
と
死
へ
の
準
備
研
究

【
研
究
目
的
】

「
往
生
と
死
」
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
浄
土
教
の
教
え
が
現
代

日
月
比
日
、

ロ
月
日
日
、

平
成
幻
年

叩
月
幻
日
、

ロ
月
四
日

1
月
辺
日、

1
月
却
日
、

日
月
初
日
、

日
月
日
日
、

日
月
お
日
、
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3
月
泊
日

い
ず
れ
も
書
き
下
し
文
の
検
討
を
主
に
行
っ
た
。

{文
責
者
}
斉
藤
舜
健

社
会
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ

い
て
、
国
内
・
国
外
の
両
視
点
か
ら
研
究
を
進
め
、
法
然
上
人

の
教
え
を
基
と
し
て
主
体
的
な
死
生
観
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
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の
重
要
性
を
提
言
し
、
社
会
へ
働
き
か
け
る
こ
と
を
目
的
と
す

る【
罪
九
内
容
】

本
年
度
は
、
従
来
の
本
分
野
に
お
け
る
活
動
の
問
題
点
を
検

証

・
整
理
し
た
。
具
体
的
に
は
医
療
に
従
事
す
る
講
師
を
招
聴

し
て
講
演
を
行
い
、
ビ
ハ

1
ラ
活
動
や
地
域
医
療
の
現
状
と
課

題
に
つ
い
て
学
習
を
深
め
た
。
ま
た
課
外
調
査
と
し
て
、
国
内

で
は
栃
木

・
茨
城
県
の
仏
教
系
医
療
施
設
へ
の
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー

を
行
い
、
終
末
期
医
療
に
お
け
る
医
療
従
事
者
と
宗
教
者
の
連

携
の
可
能
性
に
つ
い
て
議
論
を
吏
わ
し
た
。
海
外
で
は
台
湾
の

仏
教
系
医
療
施
設
、
な
ら
び
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
緩
和
ケ

ア
施
設
に
お
け
る
実
践
に
つ
い
て
現
地
調
査
を
行
い
、
最
新
の

世
界
的
な
動
向
に
つ
い
て
も
報
告
を
行
っ
た
。

【
重
来
大
綱
】

本
年
度
の
当
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
活
動
は
大
別
し
て
、

1
、
講
師
講
演
、

2
、
海
外
仏
教
系
ホ
ス
ピ
ス
活
動
の
調
査
、

3

開
催
、

国
内
仏
教
系
医
療
施
設
の
調
査
、

5
、
そ
の
他
、

で
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
に

4
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

つ
い
て
概
要
を
記
す
。

ー
、
講
師
講
演

-テl
マ
「
長
岡
ビ
ハ

l
ラ
の
経
験
を
通
じ
て
学
ん
だ
も
の
」

講日士易

師

中
下
大
樹
氏
(
真
宗
大
谷
派
僧
侶
、
寺
ネ
ッ
ト
・

サ
ン
ガ
代
表
)

時

2
0
0
8年
6
月
9
日

所

浄
土
宗
総
合
研
究
所

-テl
マ
「
地
域
医
療
の
現
状
と
寺
院
僧
侶
の
役
割
」

講日I曇

師

色
平
哲
郎
氏

(
J
A
長
野
厚
生
連
、
佐
久
総
合
病

院
医
師
)

時

2
0
0
9年
2
月
日
日

所

浄
土
宗
総
合
研
究
所

2
、
海
外
仏
教
系
ホ
ス
ピ
ス
の
調
査

-
台
湾
・
仏
教
系
ホ
ス
ピ
ス
施
設
調
査

往生と死への準備研究総合研究プロジェクト71 



日場案
内
者

参
加
者 時

2
0
0
8年
5
月
6
1
9
日

所

仏
教
慈
済
総
合
医
院
(
∞
豆
島
豆
、
『
自
の

E
P
S
E

Z
O印刷
VFS』

)

台
湾
大
学
付
属
病
院

九

u.

瀞
祥
洲

2
0・
E
g
m
h
y
g
)氏、
C
Y
S
F
S
氏

戸
松
義
晴
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ワ
ッ
ツ

日
-
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
仏
教
系
ホ
ス
ピ
ス
施
設
調
査

2
0
0
8年
7
月

n
l初
日

場参
加
者 時所

ラ
グ

l
ナ
・
ホ
ン
ダ
・
ホ
ス
ピ
ス

(F〉
の
巴

Z
〉

出。zロ
〉

E
C印
日

ν
H
h開
)

マ
イ
ト
リ
l
・
ホ
ス
ピ
ス

(
三
〉
同
叶
回
目
白
。
印
刷
)
円
。
何
)

メ
ッ
タ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
l
ト
・
ホ
ス
ピ
ス

(
F
開叶
J
，〉

H
Z印
、
『
司
口
同
同
国
。
∞
田
口
開
)

バ
ー
ク
レ
ー
・

Z
E
N
セ
ン
タ
ー

(
回
何
回
同
開
戸
同
J

「

N
開
Z
の
何
ZHa何
回
)

戸
松
義
晴
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン

・
ワ
ッ
ツ

3
、
国
内
仏
教
系
医
療
施
設
の
調
査

日
-
栃
木
県
仏
教
系
医
療
施
設
調
査

2
0
0
9年
2
月
お
l
m
日

場案
内
者

参
加
者

72 

時所

西
明
寺

・
普
門
院
診
療
所
(
栃
木
県
益
子
町
)

田
中
雅
博
氏
(
真
言
宗
豊
山
派
西
明
寺
住
職
、
普

門
院
診
療
所
医
師
)

今
岡
達
雄
、
戸
松
義
晴
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン

・ワ
ッ
ツ
、

宮
坂
直
樹
、
工
藤
量
導

・
茨
城
県
仏
教
系
医
療
施
設
調
査

日場案
内
者

参
加
者 時

2
0
0
9
年
2
月
幻
日

所

(
茨
城
県
稲
敷
市
)

み
や
ざ
き
ホ
ス
ピ
タ
ル

宮
崎
幸
枝
氏
(
み
や
ざ
き
ホ
ス
ピ
タ
ル
副
院
長
)

戸
松
義
晴
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ワ
ッ
ツ
、
東
海
林
良
昌
、

宮
坂
直
樹
、

工
藤
量
導

4
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

-テl
マ
「
仏
教
チ
ャ
プ
レ
ン
の
育
成
」

「
日
本
の
医
療
及
び
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
に
関
す
る
ア
メ

リ
カ
仏
教
界
の
も
つ
可
能
性
」
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講日場

師

ジ
ュ
リ
l
・
ハ
ナ
ダ
氏

(ハ
1
パ
l
ビ
ュ
l
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
総
合
病
院

ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
科
部
長
)

時

2
0
0
9年
3
月
担
日

所

浄
土
宗
総
合
研
究
所

5
、
そ
の
他
(
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
鑑
賞
な
ど
)

鑑
賞
・
議
論

-
N
H
K
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
「
最
後
の
願
い
を
叶
え
た
い
」

日
-
F
N
S
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
ヲ
幸
齢
者
ψ

か
ら
の
バ
ト
ン
ー

時

2
0
0
8
年
5
月
日
日

日 隠
岐
・
看
取
り
の
家
よ
り

1
」
鑑
賞
・
議
論

2
0
0
8
年
日
月
四
日

時

平
成
却
年

【研
究
開
催
日
及
び
研
究
内
容
】

4
月
H
日

5
月
6
t
)
9
日

通
常
研
究
会

台
湾
・
仏
教
系
ホ
ス
ピ
ス
施
設
調
査

5
月
日
日

6
月
9
日

6
月
初
日

7
月

n
l
初
日

良
U
R月
A
吐口
u

9
月
沼
日

日
月
初
日

日
月
日
日

ロ
月
8
日

平
成
幻
年

2
月
日
日

2
月

u
l
m日

円

J
白
川
Q
J
口
μ

3
月
初
日

3
月
旦
日

中
下
大
樹
氏
講
演

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
鑑
賞
・
議
論

通
常
研
究
会

設
調
査

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
仏
教
系
ホ
ス
ピ
ス
施

通
常
研
究
会

通
常
研
究
会

通
常
研
究
会

通
常
研
究
会

通
常
研
究
会

色
平
哲
郎
氏
講
演

囲
内
仏
教
系
医
療
施
設
の
調
査

通
常
研
究
会

通
常
研
究
会

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

氏
講
演

ジ
ュ
リ
l
・
ハ
ナ
ダ

{文
責
者
】

今
岡
達
雄

往生と死への準備研究総合研究プロジェクト73 



基
礎
研
究

教
学
的
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

浄
土
学
研
究
の
基
礎
的
整
理

【
問
見
九
目
的
】

本
研
究
会
は
近
年
の
浄
土
学
の
研
究
動
向
を
整
理
し
、
今
現

在
、
浄
土
学
が
ど
の
よ
う
な
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
と
い

う
こ
と
の
解
明
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
作
業

は
極
め
て
基
礎
的
で
あ
り
、
こ
れ
自
体
に
発
展
性
が
あ
る
も
の

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
研
究
動
向
の
整
理
に
よ
っ

て
浄
土
学
の
今
を
再
確
認
で
き
る
も
の
と
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の

研
究
成
果
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
。

【
罪
九
内
容
】

①
研
究
動
向
の
整
理
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
に
関

74 

す
る
研
究
の
中
、
法
然
以
前
の
諸
師
に
関
す
る
研
究
を
中
心
に

収
集
し
整
理
す
る
。

②
聖
同

「釈
浄
土
二
蔵
義
」
の
書
き
下
し
作
成
。

【
作
業
大
綱
】

①
研
究
動
向
の
整
理
作
業
で
は
、
か
ね
て
か
ら
行
わ
れ
て
き

た
論
文
目
録
の
作
成
で
は
な
く
、
各
論
文
の
特
色
や
他
の
研
究

に
与
え
た
影
響
等
に
留
意
し
、
各
研
究
を
評
価
す
る
形
で
整
理

を
行
っ
た
。
(
本
誌
研
究
ノ

l
卜
に
掲
載
)
こ
の
作
業
は
研
究
会

で
は
行
わ
ず
、

基
本
的
に
は
研
究
ス
タ

ッ
フ
が
個
別
に
整
理
を

進
め
る
形
で
行
っ
て
い
る
。

②
聖
問

『釈
浄
土
二
蔵
義
』
の
書
き
下
し
作
成
に
つ
い
て
は
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近
世
に
お
け
る
浄
土
宗
学
研
究
に
つ
い
て
、
近
世
の
檀
林
教
学

の
基
礎
と
し
て
広
く
学
ば
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
聖
問

『釈
浄
土

二
蔵
義
』
を
と
り
あ
げ
、
研
究
会
を
開
い
て
輪
読
し
、

書
き
下

し
の
作
成
と
、
同
時
に
漢
文
の
テ
キ
ス
ト
デ
l
タ
作
成
を
行
つ

た
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
第
十
巻
ま
で
の
書
き
下
し
作
業
を
終
え
、

テ
キ
ス
ト
デ
l
タ
作
成
は
三
十
巻
す
べ
て
の
作
業
を
終
え
た
。

【
琵
九
会
開
催
日
及
び
克
九
内
容
】

今
年
度
開
催
さ
れ
た
研
究
会
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

平
成
初
年
4
月
お
日

5
月
7
日

5
月
お
日

6
月
4
日

6
月
日
日

6
月
お
日

7
月
9
日

日
月
日
日

叩
月
mm
日

日
月
四
日

日
月
お
日

ロ
月
口
日

平
成
幻
年
1
月
幻
日

2
月
四
日

3
月
日
日

3
月
お
日

い
ず
れ
も
扇
義
」
の
書
き
下
し
作
成
を
主
に
行
っ
た
。

{文
責
者
}

柴
田
泰
山

浄土教学研究の基礎的整理教学的研究プロジェク卜75 



基
礎
研
究

法
式
的
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

伝
承
儀
礼
研
究

【
「
講
式
」
に
つ
い
て
】

①
は
じ
め
に

伝
承
儀
礼
研
究
班
で
は
平
成
初
年

1
幻
年
の
研
究
テ
l
マ
と

し
て
「
講
式
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
、
「
講
式
」

が
特
殊
法
要
と
い
う
位
置
づ
け
で
取
り
扱
わ
れ
、
「
浄
土
宗
法
要

集
」
に
所
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
伝
承
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
「
講
式
」
の
存
在
さ
え
忘
れ
ら
れ
て
い

る
の
が
、
現
状
で
あ
る
。

「
浄
土
宗
法
要
儀
式
大
観
」
(
注
1
)
に
は
、
「
往
生
講
式
」
、
「
地

蔵
講
式
」
、
「
羅
漢
講
式
」
、
「
舎
利
講
式
」
が
特
殊
法
要
式
と
し
て

所
収
さ
れ
て
い
る
。
特
殊
法
要
式
と
は
、
宗
定
法
要
式
に
対
し

76 

て
の
呼
称
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
「
蕊
に
は
右
(
宗
定

法
要
式
)
に
漏
れ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
特
殊
の
古
来
の
歴

史
と
、
因
縁
と
を
以
て
、
夫
れ
ぞ
れ
行
は
れ
つ
つ
あ
る
法
要
式

が
あ
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
羅
漢
講
式
、
舎
利
講
式
、
地
蔵
講

式
は
今
な
ほ
行
は
れ
て
い
る
し
」
(
「
大
観
」
)

と
あ
る
よ
う
に
、

昭
和
初
期
に
は
「
講
式
」
が
各
地
で
修
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
寺
院
を
取
り
囲
む
環
境
の
急
激
な
変
化
等

に
よ
り
、

一
般
寺
院
に
お
い
て
は
、
特
殊
法
要
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
る
法
会
は
ほ
と
ん
ど
勤
め
ら
れ
な
く
な
り
、
各
総
大
本
山

に
お
い
て
も
、
「
講
式
」
を
勤
め
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
な
っ
た
。

伝
承
儀
礼
班
で
は
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
鑑
み
、

二
年
間
の
研
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円昨雪

yu  

ア

マ

講
式

を
取
り
上
げ
た
次
第
で
あ
る

②
「
講
式
」
と
は

「
講
式
」
と
は
経
説
に
基
づ
い
て
、
仏
菩
薩
列
祖
な
ど
の
功
徳

を
讃
嘆
し

そ
の
回
向
を
い
た
だ
く
法
会
で
あ
る
。
そ
の
大
き

な
特
徴
は
、
漢
文
読
み
下
し

い
わ
ゆ
る
訓
読
を
主
体
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
山
田
昭
全
師
は
「
講
式
ー
そ
の
成
立
と
展
開
」

(注
2
)
の
中
で
、
「
講
式
」

の
語
義
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
が
、

要
約
す
る
と
「
講
」
と
は
経
典
等
の
難
解
な
文
章
を
わ
か
り
や

す
く
噛
み
砕
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
う
。
「
講
」
を
用
い
た

熟
語
、
例
え
ば
、
講
義
、
講
読
、
講
師
な
ど
は
、
す
べ
て
、
わ

か
り
や
す
く
噛
み
砕
く
と
い
う
意
昧
に
由
来
し
て
い
る
。
ま
た

時
代
を
下
る
と
、
「
講
」
は
信
仰
集
団
と
し
て
の
意
味
合
い
も
含

む
よ
う
に
な
り
、

い
わ
ゆ
る
「
:
・
講
」
と
い
う
よ
う
な
結
社
を

さ
す
よ
う
に
な
る
。

ま
た
「
講
式
」
は
、
そ
の
構
成
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
の
決
ま
つ

た
次
第
が
あ
り
、
「
講
式
」

の
種
類
に
よ
っ
て
、
内
容
が
異
な
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。

③

「
講
式
」
の
成
立

我
が
国
に
お
い
て
、

い
つ
頃
か
ら
「
講
式
」
と
い
う
儀
礼
が

行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
現
在
、
広
く
周
知
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
往
生
要
集
」
の
著
者
、
恵
心
憎
都
源
信
の
作
っ
た
「
二
十
五

昧
式
(
二
十
五
三
昧
講
式
こ
が
最
初
で
あ
っ
た
と
い
う
説
で
あ

る
。
こ
の
「
二
十
五
三
昧
式
」
が
今
日
の
「
六
道
講
式
」

流
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
比
叡
山
横
川

首
拐
厳
院
で
は

「二
十
五
三
昧
式
」
が
天
台
座
主
導
師
の
も
と
修
さ
れ
て
い
る
。

「二
十
五
三
昧
式
」
に
は
寛
和
2
年
(
九
八
六
)

5
月
お
日
付

け
の
「
首
梼
厳
院
二
十
五
三
昧
式
根
本
結
集
二
十
五
人
連
署
発

願
文
」
と
い
う
文
章
が
所
収
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
日
付
を
も
っ
て

「
講
式
」
の
成
立
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
法
会
に
は
「
二
十
五
三
昧
起
請
」

と
い
う
も
の
が
付
い
て
お
り
、
法
会
に
出
仕
す
る
者
た
ち
の
順

守
す
る
事
項
を
規
定
し
て
い
る
。
法
会
に
結
集
し
、
連
署
し
た

者
た
ち
は
句
こ
の
規
定
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
逸
脱
し
た
者
に

つ
い
て
は
、
除
名
処
分
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
か
ら
で
も
、
「
講
」
が

一
種
の
結
社
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

の
源

伝承儀礼研究法式的研究プロジェクト77 



④
「
六
道
講
式
」
に
つ
い
て

「二
十
五
三
昧
式
」
が
「
六
道
講
式
」
の
源
流
と
さ
れ
て
い
る

が
、
で
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
「
二
十
五
三
昧
式
」
が
「
六

道
講
式
」
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
く
に
は
、

比
叡
山
横
川
を
後
に
し
た
源
信
の
行
動
が
鍵
を
に
ぎ
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
源
信
は
、
叡
山
を
降
り
た
後
、
洛
中

の
誓
願
寺
を
拠
点
に
し
て
活
動
し
て
い
る
。
誓
願
寺
で
は
「
講
」

を
組
織
し
、
「
誓
願
講
式
」
と
い
う
法
会
を
勤
め
、
老
若
男
女
が

多
数
押
し
寄
せ
た
こ
と
が
「
誓
願
寺
縁
起
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
「
講
式
ー
そ
の
成
立
と
展
開
」
で
は
、
こ
の
「
誓
願

講
式
」
こ
そ
が
「
六
道
講
式
」
と
同

一
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。

つ
ま
り
源
信
は
叡
山
横
川
に
お
け
る
極
め
て
限
定
さ
れ
た
環
境

で
勤
め
て
い
た
「
二
十
五
三
昧
式
」
を
今
度
は
大
衆
向
け
に
簡

略
化
し
た
「
誓
願
講
式
」
す
な
わ
ち
「
六
道
講
式
」

へ
と
改
良

し
て
強
力
な
布
教
手
段
と
し
た
の
で
あ
る
。

当
然
、
治
中
の

一
寺
院
が
新
た
な
布
教
手
段
で
多
く
の
信
者

の
獲
得
に
成
功
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
他
の
有
力
寺
院
が
そ
れ

に
注
目
し
な
い
わ
け
が
な
い
。
現
在
、
源
信
作
と
伝
え
ら
れ
る
「
講

式
」
は
、
「
地
蔵
講
式
」
、
「
舎
利
講
式
」
、
「
浬
繋
講
式
」
等
が
確

78 

現
附
さ
れ
て
い
る
が
、
「
六
道
講
式
」
の
成
功
に
勢
い
を
得
た
源
信

が
一
定
の
次
第
を
有
す
る
「
講
式
」
を
次
々
と
作
成
し
、
布
教

手
段
の

一
助
と
し
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

さ
ら
に
、
江
戸
時
代
に
下
る
と
浄
土
宗
寺
院
は
「
伽
藍
の
整

備
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
儀
式
も
整
え
ら
れ
、
浄
土
宗
勤
行
式
は

念
仏
を
唱
え
る
作
法
と
し
て
念
仏
中
心
の
法
儀
が
確
立
さ
れ
た
」

石
田
典
定
「
国
立
劇
場
第
包
囲
声
明
公
演

・
六
道
講
式
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
よ
り
)
こ
と
に
よ
り
、
阿
弥
陀
経
の
経
説
を
わ
か
り

や
す
く
訓
読
に
し
た
「
六
道
講
式
」
は
演
出
的
に
も
布
教
手
段

と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
大
戦
以
後
、

寺
院
を
取
り
巻
く
環
境
の
急
激
な
変
化
に
よ
り
、
「
講
式
」
の
伝

承
も
衰
退
し
て
い
っ
た
。

戦
後

関
東
で
は
大
本
山
増
上
寺
式
師
-6、
:z:;; 

が
昭
和
46 
年

増

上
寺
安
国
殿
、

ω年
に
国
立
劇
場
に
お
い
て
上
演
し
て
い
る
。

ま
た
、
関
西
で
は
、
昭
和
必
年
に
宍
戸
栄
雄
師
が
六
道
講
式
を

省
略
し
た
「
三
途
講
式
」
を
発
表
し
て
い
る
。

⑤
伝
承
儀
礼
班
の
「
六
道
講
式
」
に
つ
い
て
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伝
承
儀
礼
班
で
は
、
衰
退
し
て
い
る
「
六
道
講
式
」
を
復
活
し

記
録
を
残
す
こ
と
を
目
標
と
し
て

加
年
度
の
研
究
を
進
め
て

き
た
。
研
究
員
、
増
上
寺
式
師
会
員
等
に
呼
び
か
け
、
資
料
の

収
集
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
必
年
の
増
上
寺
安
国
殿
に

お
け
る
「
六
道
講
式
」
の
音
声
、

ω年
の
国
立
劇
場
に
お
け
る

音
声
と
映
像
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
浄
土
宗

法
式
協
会
が
昭
和
口
年
よ
り
数
次
に
わ
た
り
「
六
道
講
式
」
の

経
本
を
発
行
し
て
お
り
、
そ
の
経
本
も
収
集
で
き
た
。

こ
の
よ
う
な
資
料
を
も
と
に
、
公
開
講
座
を
催
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
研
究
成
果
の
発
表
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

研
究
会
で
は
、
昭
和
判
年
浄
土
宗
法
式
協
会
発
行
の
「
六
道

講
式
」
の
経
本
を
参
考
に
し
て
、
音
声
、
映
像
の
資
料
と
突
き

合
わ
せ
、
当
時
ど
の
よ
う
な
内
容
で
法
要
を
勤
め
て
い
た
の
か

を
調
査
し
た
。

さ
ら
に
、
「
六
道
講
式
」
の
経
本
の
復
刻
も
視
野
に
い
れ
、
経

本
の
内
容
に
つ
い
て
も
精
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
必
年
版

の
経
本
に
は
随
所
に
誤
字
や
現
行
法
式
と
相
違
す
る
個
所
が
認

め
ら
れ
た
が
、
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
敢
え
て
原
版
通
り
に
復

刻
し
た
。

ま
た
、
公
開
講
座
の
内
容
を
検
討
し
、
「
六
道
講
式
」
の
次
第
は
、

昭
和
必
年
の
式
師
会
発
表
の
次
第
を
参
考
に
し
て
、
時
間
的
な

制
約
等
の
要
素
を
含
め
、
研
究
所
独
自
の
次
第
を
案
出
し
た
。

⑥
「
六
道
講
式
」
の
構
成

現
在
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
六
道
講
式
」
は
「
阿
弥
陀
経
」

北の
ず訓吾士

耐E

上申
の亦

2義
官仏

遍多

量守
餓中
鬼心
道に

望号
運示
阿東
修古
羅 l司

道西

人
道
、
天
道
の
六
道
を
配
し
、
六
方
諸
仏
を
礼
拝
し
、
そ
の
功

徳
に
よ
っ
て
、
六
道
の
衆
生
を
往
生
浄
土
へ
導
く
法
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
経
本
の
内
容
を
具
体
的
に
解
説
す
る
。

大
衆
入
堂

無
言
三
拝

四
奉
請

導
師
は
「
散
華
楽
」
に
て
散
華

閉
経
偶

5雨

経

「
阿
弥
陀
経
」
の
最
初
の

一
節
「
如
是
我
聞

1
無
量
諸
天
大
衆
倶
」

ま
で
を
木
魚
を
用
い
ず
、
低
声
に
て
音
読
す
る
。

「
爾
の
時
悌

1
彼
の
国
土
に
生
、
ず
べ
し
」
ま
で
を
訓
読
す
る
。

伝承儀礼研究法式的研究プロジェク卜79 



東
方
世
界
の
仏
名
と
阿
弥
陀
仏
を
称
名
礼
拝
す
る

中
夜
礼
讃
(
二
節
を
合
併
)
に
て
行
道
す
る

導
師
独
唱
に
て
地
獄
道
の
衆
生
を
回
向
す
る

南
方
世
界
の
仏
名
と
阿
弥
陀
仏
を
称
名
礼
拝
す
る

中
夜
礼
讃
(
二
節
を
合
併
)
に
て
行
道
す
る

導
師
独
唱
に
て
餓
鬼
道
の
衆
生
を
回
向
す
る

以
下
、
西
方
、
北
方
、
下
方
、
上
方
世
界
と
同
じ
次
第
で
回

向
す
る

「
阿
弥
陀
経
」
最
後
の

一
節
(
之
を
甚
難
と
す
)
ま
で
を
訓
読

す
る
。

悌
説
此
経
巳

1
作
礼
而
去

悌
説
阿
弥
陀
経
ま
で
を
音
読
す

る回
向
文

摂
益
文

念
仏

一
会

80 

宣

疏

総
回
向
偏

誓
願
偏

三
唱
礼

送
仏
偏

退

堂

⑦
公
開
講
座
の
「
六
道
講
式
」
の
次
第

公
開
講
座
で
は
、
式
師
会
の
過
去
2
回
の
発
表
内
容
を
精
査

し
、
ま
た
当
時
出
仕
し
て
い
た
式
師
諸
師
に
聞
き
取
り
を
し

研
究
会
を
重
ね
て
法
要
次
第
を
作
成
し
た
。
復
刻
し
た
経
本
に

沿
い
、
さ
ら
に
、
昭
和
必
年
の
発
表
で
試
み
ら
れ
た
演
出
を
取

り
入
れ
、
時
間
的
な
制
約
も
考
慮
し
、
以
下
の
よ
う
な
公
開
講

座
用
の
内
容
を
考
え
た
。

昭
和
必
年
の
演
出
は
、
六
道
の
衆
生
を
回
向
す
る
た
び
に

導
師
が
衣
帯
を
替
え
た
が
、
今
回
も
こ
の
演
出
方
法
を
取
り

入
れ
た
。
(注
3
)

奉
請
は
法
事
讃
の
三
奉
請
を
用
い
る
。
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-
導
師
発
声
の
時
は
原
則
と
し
て
糖
稚
は
磐
を
用
い
る
。

・
最
初
の
阿
弥
陀
経
訓
読
で
は
「
そ
の
国
の
衆
生
苦
あ
る
こ
と

無
く
但
諸
の
楽
の
み
を
受
く
。」
の
後
か
ら
「
舎
利
弗
、
我
れ

今
阿
弥
陀
怖
の
不
可
思
議
功
徳
を
讃
嘆
す
る
が
如
く
東
方
に

は
」
の
前
ま
で
を
省
略
す
る
。

仏
名
を
唱
え
て
礼
拝
す
る
が
、
最
初
と
最
後
の
仏
名
の
み
を

唱
え
る
。
ま
た
、
仏
名
を
唱
え
て
式
衆
が
礼
拝
し
て
い
る
間

に
導
師
は
裏
堂
へ
退
出
し
、
着
替
え
る

0

・
中
夜
礼
讃
で
は
、
式
衆
が
散
華
行
道
す
る
。
ま
た
、
導
師
は

式
衆
の
散
華
行
道
中
に
再
入
堂
す
る
。
経
本
で
は
、
礼
讃
の

出
音
を
中
音
に
指
定
し
て
い
る
が
変
化
を
持
た
せ
る
た
め
に
、

下
↓
下
↓
中
↓
中
↓
上
↓
上
々
音
で
唱
え
る
。

経
本
中
の
同
唱
十
念
は
省
略
す
る
。

三
唱
礼
の
節
は
縁
山
流
(
増
上
寺
独
自
の
節
)
を
用
い
る
。

送
仏
偏
で
は
、
導
師
は
執
炉
長
脆
、
式
衆
は
長
脆
で
散
華
す
る
。

③
公
開
講
座
「
六
道
講
式
」

平
成
幻
年
2
月
M
日
(
土
)

大
本
山
増
上
寺
安
国
殿

に
お
い
て
公
開
講
座
「
六
道
講
式
」
が
催
さ
れ
た
。
因
み
に
、

安
国
殿
は
、
八
百
年
遠
思
事
業
の

一
環
と
し
て
、
平
成
幻
年
4

月
の
御
思
大
会
後
に
取
り
壊
す
こ
と
が
決
ま
っ
て
お
り
、
公
式

た
。

行
事
と
し
て
は
、
研
究
所
の
公
開
講
座
が
最
後
の
行
事
と
な
っ

役
配
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

導
師

・
・
・

福
西
賢
兆

侍
者
・
・
・
西
城
宗
隆

維
那
・
・
・
贋
本
栄
康

式
衆

・
・
・
山
本
晴
雄

虞
本
康
真

楽
師

・
・
・

瀬
戸
陸
海

池
田
智
光

殿
司

・
・
・
渡
辺
裕
章

挨
拶
・

・・

熊
井
康
雄

解
説
・
・
・
坂
上
典
翁

田
中
勝
道

宮
坂
直
樹

中
野
孝
昭

中
野
晃
了

伊
藤
広
喜

龍
田
亮
厳

嘗
間
浩
昭

荒
木
信
道

神
尾
敏
英

酒
井
宏
典
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【
琵
九
会
開
催
日
お
よ
び
克
九
内
容
】

平
成
初
年

4
月
M
日

5
月
お
日

6
月
日
日

ワ
'
円
月
門
/
口
U

8
月
四
日

9
月
四
日

日
月
4
日

日
月
日
日

日
月
初
日

平
成
幻
年

1
月
幻
日

つ
白日川
FO
口
μ

2
月
日
日

2
月
凶
日

「
今
年
度
の
研
究
方
針
と
内
容
に
つ
い
て
」

「
講
式
に
つ
い
て
」

「
六
道
講
式
に
つ
い
て
」

「
公
開
講
座

・
六
道
講
式
に
つ
い
て
」

「
公
開
講
座
・
六
道
講
式
に
つ
い
て
」

「
昭
和
四
十
六
年
の
式
師
会
六
道
講
式
」

安
田
殿
に
て
公
開
講
座
の
習
礼

「
昭
和
六
十
年
の
式
師
会
六
道
講
式
」

安
国
殿
に
て
公
開
講
座
の
習
礼

安
田
殿
に
て
公
開
講
座
の
習
礼

安
国
殿
に
て
公
開
講
座
の
習
礼

前
日
リ
ハ
ー
サ
ル

公
開
講
座
「
六
道
講
式
」

{文
責
者
】
坂
上
典
翁

(注
1
)
「
浄
土
宗
法
要
儀
式
大
観
」
千
葉
満
定

・
中
野
隆
元
共

82 

著

昭
和
8
年
6
月
浄
土
宗
典
刊
行
会
発
行

(注
2
)
「
仏
教
文
学
講
座
」
第
八
巻
「
唱
導
の
文
学
」

平
成
7

年
3
月
勉
誠
社
発
行

(注
3
)

滋ヲミ 人道
道阿修羅 畜生道 地獄道 Fi 

ヒ
七本条 角条ヒ

襲五条 壊色条九 裟法~ 
南。山 衣如法

袈裟
条九

緋系紺長ー
衣 紫本道具 松衣製 萌、昔J 重弘 委 黒衣 黒衣

金 主
誌帽子公 誌帽子公 γ 1/ レ/

冠

差貿 言 袴 大紋自切 袴切 紋浅黄大 袴 茶大紋切1/ V 
袴

払子 子 桧扇i 啓中 雪洞 意立日 議

厳珠荘数 荘厳珠数 厳珠荘数 厳珠荘数 厳珠荘数

百 日
珠数)¥ 

珠課数
珠数
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基
礎
研
究

布
教
的
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

現
代
布
教
研
究

【
研
究
目
的
】

①
法
話
に
対
す
る
意
識
調
査

通
夜
・
葬
儀
の
現
場
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
、
僧
侶
は
法
話

を
し
て
い
る
か
、
そ
の
内
容
が
ど
の
程
度
、
理
解
さ
れ
て
い
る
か
、

葬
儀
業
者
を
対
象
に
現
状
調
査
を
行
う
。
ま
た
、
法
話
会
に
足

を
運
ぶ
方
た
ち
は
、
何
を
求
め
、
何
に
満
足
す
る
の
か
、
聴
き

手
の
側
か
ら
見
た
法
話
の
あ
り
方
を
探
る
。

②
視
覚
的
布
教
法
の
研
究

新
し
い
布
教
方
法
の
模
索
と
し
て
、
視
覚
的
効
果
を
使
っ
た

布
教
法
で
あ
る
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
を
利
用
し
た
法
話
作
品
を
作

成
す
る
。

【
研
究
内
容
】

①
法
話
に
対
す
る
意
識
調
査

通
夜

・
葬
儀
の
現
場
に
お
け
る
法
話
に
つ
い
て
、
葬
儀
社
に

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。
聴
き
手
の
側
か
ら
見
た
現
代
に

お
け
る
法
話
の
必
要
性
を
探
る
事
を
検
討
す
る
。

⑦
視
覚
的
布
教
法
の
研
究

昨
年
、

一
昨
年
に
引
き
続
き
、
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
法
話
を
数

点
作
成
し
た
。
ま
た
、
そ
の
イ
ラ
ス
ト
デ
l
タ
を
C
D
|
R
O

M
に
収
め
、
希
望
者
に
提
供
し
た
。
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【
作
業
大
綱
】

①
法
話
に
対
す
る
意
識
調
査

本
年
度
は
藤
井
正
史

・
郡
嶋
泰
威
を
研
究
ス
タ
ッ
フ
と
し
て

新
た
に
迎
え
、
計
口
回
の
全
体
研
究
会
を
行
っ
た
。

-
通
夜

・
葬
儀
で
の
法
話
の
現
状
調
査
に
つ
い
て

ま
ず
過
去
の
デ
l
タ
(
各
宗
派
研
究
紀
要
、

「月
刊
S
O
G
I」

『寺
門
興
隆
』
な
ど
関
連
雑
誌
)
を
収
集
し
、
調
査
方
法
を
検
討

し
た
。
従
来
の
調
査
で
は
デ
l
タ
の
蓄
積
が
不
十
分
と
感
じ
た

た
め
、
新
た
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
対
象
は
、
東
京
・
神
奈
川
・
埼
玉
・
千
葉
の
葬

儀
社
八
九
O
社
で
あ
る
。
有
効
回
答
件
数
は

一
O
一
件
(
回
収

率

二

.
一二
%
)
。
本
来
で
あ
れ
ば
全
国
的
な
調
査
が
必
要
で
あ

る
が
、
今
回
は
協
力
団
体
か
ら
名
簿
の
提
供
が
得
ら
れ
、
比
較

的
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
が
容
易
で
あ
っ
た
関
東
近
県
の
葬
儀
社
に
絞

る
こ
と
に
し
た
。
本
号
で
は
、
そ
の
中
間
報
告
を
掲
帯
す
る
。
(研

究
ノ
l
ト
・
「
葬
儀
に
お
け
る
法
話
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
つ
い
て

の
中
間
報
告
)
な
お
、
記
名
回
答
を
頂
い
た
葬
儀
社
に
は
、
単

純
集
計
結
果
を
送
付
し
た
。

84 

-
聴
衆
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い
て

大
殿
説
教
な
ど
法
話
を
聴
き
に
来
る
方
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
に
向
け
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
来

年
度
に
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

②
視
覚
的
布
教
法
の
研
究

今
年
度
も
引
き
続
き
「
法
然
上
人
御

一
代
記
」
パ
ネ
ル
シ
ア

タ
l
法
話
を
制
作
し
た
。
講
師
に
笹
脇
昌
恵
師
を
迎
え
、
年
四

回
の
研
究
会
を
行
っ
た
。

法
話
原
稿
及
び
パ
ネ
ル
絵
の
検
討
作
成

「
専
修
念
仏
へ
の
確
信

ー
二
祖
対
面
・
遊
蓮
房
円
照
1
(仮)」

「
至
誠
心

ー
耳
四
郎
に
学
ぶ

1
(仮)」

「
救
い
の
道
を
求
め
て

ー
大
原
問
答
1
(仮)」

「
平
重
衡
(
仮
こ

ま
た
、
前
回
希
望
者
に
配
付
し
た

「無
量
寿
経
」
パ
ネ
ル
法

話
C
D
l
R
O
M
に
引
き
続
き
、
今
年
度
は

『法
然
上
人
御

代
記
説
教
」
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
法
話
C

D
|
R
O
M
を
制
作
し
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た
。
内
容
は
イ
ラ
ス
ト
デ
l
タ
と
そ
れ
を
利
用
し
た
パ
ネ
ル
シ

ア
タ
l
の
実
用
例
及
び
作
品
解
説
と
な
っ
て
い
る
。
作
成
に
あ

た
っ
て
は
パ
ワ
1
ポ
イ
ン
ト
と
ビ
ュ

l
レ
ッ
ト
・
カ
ム
と
い
う

P
C
ソ
フ
ト
を
使
用
し
、

フ
ラ
ッ
シ
ュ
フ
ァ
イ
ル
に
て
収
録
し

た
。
な
お
、
法
話
の
録
音
に
あ
た
り
声
優
の
山
口
奈
々
氏
に
お

願
い
し
た
。

「
法
然
上
人
御

一
代
記
説
教
』
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
法
話
C
D
|

R
O
M
 

「
ご
生
誕
1
父
の
遺
一宮一
巳

「
比
叡
登
嶺
i
立
教
開
宗
」

て 一 ※

ごの代 「無

費致 方記

し は、 』教説 量主Q町、X土
ま主パ

て 震ム口、 ネ パjレネ
シル

研ア法

究所 タ話
1 C 

に法 D
ご話|
連 C R 
絡 D 0 
下|叫
さ R

い O 上法然。 M
無を
償ヂ人御
に希

【
琵
九
開
催
日
及
び
箆
九
内
容
】

平
成
初
年

4
月
日
日
(
金
)
研
究
会

4
月
お
日
(
水
)
第
1
回
全
体
研
究
会

5
月
日
日
(
金
)
第
2
回
全
体
研
究
会

5
月
初
日
(
火
)
第
3
回
全
体
研
究
会

6
月
日
日
(
火
)
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
第
1
回
研
究
会

6
月
口
日
(
火
)
第
4
回
全
体
研
究
会

6
月
幻
日
(
金
)
研
究
会

7
月
1
日
(
火
)
研
究
会

7
月
4
日
(
金
)
研
究
会

現代布教研究

7
月
口
日
(
金
)
第
5
回
全
体
研
究
会

7
月
却
日
(
金
)
第
6
回
全
体
研
究
会

8
月
1
日
(
金
)
研
究
会

8
月
4
日
(
月
)
研
究
会

布教的研究プロジェクト

8
月
別
日
(
木
)
第
7
回
全
体
研
究
会

8
月
辺
日
(
金
)
研
究
会

9
月
日
日
(
火
)
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
第
2
回
研
究
会

9
月
初
日
(
火
)
第
8
回
全
体
研
究
会

日
月
8
日
(
水
)
第
9
回
全
体
研
究
会

日
月
日
日
(
水
)
研
究
会
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日
月
却
日
(
水
)
第
叩
回
全
体
研
究
会

86 

日
月
幻
日

(
金
)
第
日
回
全
体
研
究
会

日
月
幻
日

(木)
研
究
会

ロ
月
5
日

(
金
)
第
ロ
回
全
体
研
究
会

ロ
月
日
日

(
木
)
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
第
3
回
研
究
会

平
成
幻
年

1
月
日
日
(
木
)
第
日
回
全
体
研
究
会

1
月
辺
日
(
木
)
研
究
会

1
月
お
日
(金
)
第
M
回
全
体
研
究
会

2
月
3
日
(
火
)
第
日
回
全
体
研
究
会

2
月
お
日

(月)
研
究
会

3
月
5
日
(
木
)
第
日
回
全
体
研
究
会

3
月
ロ
日
(
木
)
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
第
4
回
研
究
会

3
月
初
日
(
木
)
第
口
回
全
体
研
究
会

【文
責
者
】
後
藤
真
法
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特
別
業
務

特
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

浄
土
宗
善
本
叢
書

【
研
究
目
的
】

浄
土
宗
聖
教
の
全
面
的
調
査
は
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
こ
と
が

な
い
た
め
、
貴
重
な
聖
教
類
が
ど
れ
ほ
ど
残
る
の
か
全
容
は
意

外
に
不
明
で
あ
る
。
史
料
集
出
版
も
少
な
く
天
台
宗
や
浄
土
真

宗
と
は
対
照
的
で
さ
え
あ
る
。
な
に
か
有
意
義
な
出
版
は
な
い

か
と
考
え
、
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
写
真
版
の
刊
行
を
計
画
し

こ
こ
数
年
、
作
業
を
続
け
て
き
た
。

「黒
谷
上
人
語
灯
録
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
法
然
上
人
研
究
に

は
不
可
欠
の
根
本
史
料
で
あ
る
。
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』

に
活
字
で
内
容
別
に
収
録
さ
れ
る
が
、
写
真
版
か
ら
新
た
な
知

見
が
得
ら
れ
、
活
字
の
誤
り
を
正
す
こ
と
で
き
る
。
そ
も
そ
も
『黒

谷
上
人
語
灯
録
」
自
体
や
望
西
楼
了
恵
に
つ
い
て
も
研
究
は
不

十
分
で
あ
る
。
専
門
家
の
み
な
ら
ず
布
教
関
係
者
か
ら
も
関
心

も
た
れ
需
要
は
潜
在
的
に
高
い
と
思
わ
れ
る
。

【
研
究
内
容
}

本
班
の
主
要
な
仕
事
は

『黒
谷
上
人
語
灯
録
』
を
調
査

・
撮

影
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
五
年
ほ
ど
の
問
、
何
箇
所
か

の
撮
影
を
実
施
し
て
き
た
が
、
幸
い
に
も
各
所
蔵
者
か
ら
許
可

を
い
た
だ
き
、
平
成
二
十
年
度
で
調
査
も
終
了
し
、
解
題
も
お

お
む
ね
各
執
筆
担
当
者
に
よ
っ
て
書
き
上
げ
て
い
た
だ
い
て
い

る
。
あ
ら
た
め
て
ご
許
可
・
ご
尽
力
頂
い
た
方
々
に
感
謝
申
し

上
げ
た
い
。
あ
と
は
出
版
社
と
連
絡
を
と
り
な
が
ら
出
版
を
実

浄土宗善本叢書特別プロジェクト87 



現
し
て
い
き
た
い
。

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
を
考
え
て
い
る
。

。
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
写
本
集
成
」
(
仮
題
)
、
浄
土
宗
発
行
、

(案

)
O

思
文
閣
出
版
製
作

第
1
巻

・
千
葉
県
善
照
寺
蔵

解
題
一
善
裕
昭

古
本
漢
語
灯
録

特
論

伊
藤
真
宏
「
『黒
谷
上
人
語
灯
録
」
の
諸
本
に

つ
い
て
」

角
野
玄
樹
「
『黒
谷
上
人
語
灯
録
』
の
研
究
史

に
つ
い
て
」

第
2
巻
・
滋
賀
県
浄
厳
院
蔵

漢
語
灯
録
巻
七
(
逆
修
説
法
)

解
題
一
真
柄
和
人

-
滋
賀
県
水
口
図
書
館
蔵

拾
遺
漢
語
灯
録

解
題
一
曽
田
俊
宏

河
内
長
野
市
金
剛
寺
蔵

和
語
灯
録
巻
一

解
題
一
善
裕
昭

京
都
市
西
法
寺
蔵

和
語
灯
録
巻
三

(
残
欠
本
)

解
題

一
中
野
正
明

第

3
1
5
巻
・
京
都
市
知
恩
院
蔵

義
山
校
訂
黒
谷
上
人
語
灯

88 

録
(
写
本
)

解
題
一
岸

一
英

翻
刻
を
ど
う
す
る
か
は
迷
っ
た
が
、
す
で
に
諸
書
で
翻
刻
は

な
さ
れ
て
お
り
、
あ
ら
た
め
て
そ
れ
を
す
る
と
重
複
感
が
あ
る
。

ま
た
古
本
漢
語
灯
録
や
義
山
校
訂
黒
谷
上
人
語
灯
録
は
分
量
が

膨
大
で
あ
り
諸
本
と
の
校
訂
も
必
要
に
な
り
、
軽
率
に
出
す
べ

き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
よ
っ
て
今
回
は
翻
刻
は
見
送
り
、
写

真
と
簡
明
な
解
題
の
み
を
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

調
査
ほ
か

今
年
度
の
調
査
は
次
の
二
件

日
月
初
日
(
木
)

龍
谷
大
学
・
大
谷
大
学
(
明
治
期
書
写

漢
語
灯
録
)

-
3
月
2
日
(
月
)

一
安
居
院
西
法
寺
(
和
語
灯
録
)

{文
責
者

善
裕
昭
}
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特
別
業
務

大
遠
思
関
連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

浄
土
宗
大
辞
典

【
克
九
目
的
・
研
究
内
容
】

昭
和
必
年
、
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編

『空
ム
宗
大
辞
典
』

(以下、

「大
辞
患
と
記
す
)
初
版
第

一
巻
が
発
行
さ
れ
て
以
来
、

お
よ
そ
却
年
が
経
過
し
た
(
昭
和
日
年
・
第
二
巻
発
行
、
昭
和
田
年
・

第
三
巻
発
行
、
昭
和
町
年
・
第
四
(
別
)
巻
発
行
)
。
そ
の
後
、
浄

土
宗
学

・
仏
教
学

・
史
学
を
は
じ
め
と
す
る
学
問
研
究
は
長
足
の

進
展
を
示
し
、
あ
る
い
は
宗
報
や
各
種
文
化
財
の
指
定
(
解
除
も

更含
なめ
どて

『 新

i! 
5賞
項市

改見
戸在

?8 
望住
む居
声表
は示
日の
増変

し
に
高
ま
り
、
か
っ
、
多
岐
に
及
ん
で
い
る
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、
そ
れ
ら
多
方
面
か
ら
の
声
を
踏
ま
え
、
審
事
土
宗
大
辞
州
立

(
以
下
、
宗
纂
大
辞
旦
と
記
す
)
の
編
集
発
刊
を
目
指
し
て
い
る
。

無
論
、
現
今
の
出
版
を
取
り
巻
く
環
境
、
頒
布
・
販
売
・
検
索
の

便
宜
な
ど
を
鑑
み
、
『
新
纂
大
辞
典
』
の
電
子
化
も
視
野
に
入
れ
て

作
業
を
進
め
て
い
る
。
薪
纂
大
辞
典
』
の
発
刊
は
、

一
層
の
教
学

振
興
を
促
し
、
布
教
施
策
の

一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

辞
塁本

研
編究
警班

は
員

会長
萎 16
員年
長 4

月
石 1
上日
善に
応組

Ei管
委れ
員た
長 「

新

集委

唯
真
)
の
指
導
を
仰
ぎ
、
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
が
そ
の
ま
ま

『国
編
纂
実
行
委
員
会
(
実
行
委
員
長
・林
田
康
順
、
副
委
員
長
・

安
達
俊
英
)
と
し
て
宗
務
当
局
か
ら
の
委
嘱
を
受
け
て
営
為
編
集

作
業
を
進
め
て
い
る
。

浄土宗大辞典大遠思関連プロジェク卜89 



【
作
業
大
綱
】

本
年
度
の
作
業
大
綱
は
概
ね
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
採
用
項
目
の
選
定
作
業
↑

『
大
辞
典
」
全
項
目
(
約
六
五
O
O

項
目
)
を
そ
の
内
容
に
応
じ
て
分
類
し
、

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し

た
。
さ
ら
に
、
分
野
別
担
当
毎
に
各
種
辞
典

・
基
本
典
籍
等
か

ら
新
規
採
用
候
補
の
項
目
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
そ
れ
を
全
体

会
で
精
査
・
検
討
の
上
、
九
三
七
四
項
目
を
立
項
し
た
(
内
、

一
二
四
八
項
目
は
他
項
目
へ
の
移
動
を
指
示
す
る
項
目
名
の

み
)
。
こ
れ
に
よ
って、

「新
纂
大
辞
典
」
採
用
項
目
の
選
定
作

業
を
ほ
ぼ
完
了
し
た
。

②
執
筆
依
頼
(
第
五
期
・
第
六
期
・
第
七
期
)
|
①
の
作
業
を
経

た
項
目
か
ら
、
分
野
別
担
当
毎
・
全
体
会
、
さ
ら
に
は
、
西
部

担
当
者
と
の
検
討
・
調
整
を
経
て
、
約
四
O
O名
の
執
筆
者
に

向
け
、
第
五
期
(
平
成
却
年
6
月、

二
O
六
四
項
目
)
、
第
六
期

(
平
成
加
年
目
月
、

=
三

五
項
目
)
、
第
七
期
(
平
成
剖
年
2
月、

六
一
六
項
目
)
の
執
筆
依
頼
を
行
っ
た
。

①
編
集
主
不
ム
7

年
度
新
た
に
発
行
し
た

『執
筆
要
綱
(
第
三
思
」

に
基
づ
き
、
第
二
期
か
ら
第
七
期
執
筆
依
頼
分
の
到
着
原
稿
の

90 

編
集
作
業
を
順
次
進
め
て
い
る
。
九
三
七
四
項
目
に
及
ぶ
原
稿

管
理
に
つ
い
て
は
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
も
、
大
蔵
健
司
専

任
研
究
員
主
務
の
管
理
班
の
指
導
の
も
と
、
粛
々
と
進
行
し
て

、a'
、，0

・l
u-
-
4'
ーな

お
、
本
年
度
よ
り
、
九
三
七
四
項
目
に
も
の
ぼ
る
『
新
纂

大
辞
典
』
の
編
集
作
業
量
を
鑑
み
、
事
務
分
掌
を
図
る
た
め
、

辞
典
編
集
に
実
績
の
あ
る
嗣
玄
冬
書
林
に
作
業
に
加
わ
っ
て
い

た
だ
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
玄
冬
書
林
に
は
主
に
デ
ー
タ
入
力

作
業
、
編
集
進
行
管
理
、
執
筆
料
管
理
、
原
稿
督
促
な
ど
の
担

当
を
お
願
い
し
て
い
る
。

④
写
真

・
イ
ラ
ス
ト

・
図
表
、
巻
末
資
料
等
選
定
作
輩

T
『新
築

大
辞
典
』
に
掲
載
す
る
写
真
・
イ
ラ
ス
ト
・
図
表
、
巻
末
資
料

等
の
選
定
作
業
を
分
野
別
担
雪
毎
に
随
時
進
め
て
い
る
。
ま
た
、

法
式
や
宗
史
、
仏
教
美
術
を
中
心
に
豊
富
な
巻
末
資
料
と
な
る

こ
と
を
目
指
し
作
業
を
継
続
し
て
い
る
。
今
後
、
総
大
本
山
や

各
寺
院
に
お
け
る
宗
宝
や
各
種
行
事
の
写
真
撮
影
、
イ
ラ
ス
ト

レ
l
タ
!
と
の
打
ち
合
わ
せ
等
、
文
化
局
と
の
定
期
的
な
打
ち
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合
わ
せ
を
も
ち
、
項
目
編
集
と
同
時
並
行
で
進
め
て
い
く
こ
と

と
な
る
。

以
上
が
本
年
度
の
作
業
大
綱
で
あ
る
。
本
年
度
中
で
、
京
纂

大
辞
典
」
の
ほ
ぼ
全
て
の
項
目
に
つ
い
て
執
筆
依
頼
を
完
了
し

た
。
今
後
は
到
着
原
稿
の
編
集
作
業
が
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お

け
る
活
動
の
中
心
と
な
る
。

【
罪
九
会
開
催
日
】

原
則
と
し
て
毎
週
月
曜
日
に
全
体
研
究
会
、
あ
る
い
は
管
理
班

研
究
会
(
玄
冬
書
林
と
の
打
ち
合
せ
を
含
む
)
を
設
定
し
、
必
要

に
応
じ
て
随
時
、
担
当
分
野
別
の
研
究
会
を
行
っ
て
い
る
。
本
年

度
は
臼
回
の
研
究
会
(
内
、
全
体
会
包
囲
、
管
理
班
口
回
、
分
野

別
包
囲
)
を
開
催
し
た
。

ま
た
、
平
成
担
年
2
月
お
日
に
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
委
員

会
が
開
催
さ
れ
、
副
編
纂
委
員
長
の
選
任
(
福
原
隆
議
員
)
、
編
纂

実
在
委
員
増
員
、
編
集
報
告
(
執
筆
依
頼
、
編
集
状
況
、
事
務
分
掌
)

に
つ
い
て
の
報
告
な
ら
び
に
討
議
が
行
わ
れ
た
。

全
体
研
究
会

平
成
却
年

4
月
U
日
・
初
日
・
沼
目
、

5
月
ロ
日
・
四
日
、

6
月
2
日

9
日
・
日
日
・
お
日
・
初
日
、

8
月
日
日

-m日、
9
月
1
日

辺
日
、
叩
月
6
日

-m日
、
ロ
月
1
日・

8
日・

2
日

平
成
剖
年

1
月
8
日、

2
月
2
日・

9
日
・
日
日
、

3
月
2
日

管
理
班
研
究
会
(
玄
冬
書
林
と
の
打
ち
合
せ
を
含
む
)

平
成
初
年

6 
月
10 
日

日
月
4
日
・
叩
日
・
口
日
・
幻
日

平
成
担
年

1
月
8
日

-m日、
2
月
2
日・

9
日
・
日
日
・
お
日
、

3

月
2
日・

9
日
・
日
日
・
お
日
・
初
日

担
当
分
野
別
研
究
会

平
成
却
年

6
月
3
日
・
日
日
、

7
月
7
日・

9
日
・
叩
日

-m目、
8

月
幻
日

-m日、
9
月
日
日
・
四
日
-
U
日、

日
月
3
日・
2
日

浄土宗大辞典大遠思関連プロジェク卜91 



お
日
、

日
月
初
日
、
ロ
月
9
日
・
ロ
日

・
日
日

・
四
日

平
成
担
年

1
月
お
日
、

2
月
お
日
、

3
月
初
日

【
研
究
ス
タ
ッ
フ
一

主

総
A 

研
，由ヨ
.7lJ z 
石
上
善
臆
研-プt.代
表
以
下

平
成
20 

2 
の

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
ス
タ
ッ
フ
の
構
成
と
そ
の
担
当
分
野
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
膨
大
な
デ
l
タ

を
よ
り
効
率
的
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に

よ
る
高
度
な
管
理
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
発

足
当
初
か
ら
大
蔵
健
司
専
任
研
究
員
を
主
務
と
す
る
管
理
班
と
の

共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
、
デ
ー
タ
の
作
成
・
保
存
な
ど
の
情
報

処
理
作
業
を
進
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
担
当
も
肘
記
し
て
お
く
。

石
土
善
麿

研
究
代
表
浄
土
宗
総
合
研
雪
町
助
長

林東
田部
康ス
順タ

Zフ
刀t

総
ぷ〉、

研-評
研
r昨マ

.7lJ 

員

主
務
/ 

長

大
蔵
健
司
車
工
宗
総
合
寛
斎
専
任
研
究
員
管
理
班
主
務

西
域
宗
陸
海
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
法
式

・
葬
祭

袖
山
栄
輝
浄
土
宗
総
合
研
翠
附
専
任
研
究
員

一
般
仏
教

石
川
琢
道
申
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
人
名
/
管
理
班

石
田

一
裕
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員

一
般
仏
教
/
管
理
班

柴
田
泰
山
浄
土
宗
総
合
研
窓
附
研
究
員

一
般
仏
教

曽
根
官
麗
浄
土
宗
総
合
理
市
研
究

員

室

ナ

名
和
清
隆
積
工
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
民
間
信
仰
・

宗
教

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
布
教
・
仏
撃
ヰ喬

92 

宮
入
良
光

和
田
典
善

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員

書
名
(
日
本
)
/
管

理
班

荒
木
霊
迫
浄
土
宗
総
合
研
窓
所
研
究
員
法
式

佐
藤
堅
正
浄
土
宗
総
合
研
窒
所
研
究
員
管
理
班

中
野
孝
昭
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
助
手
法
式

江
島
尚
俊
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
宗
教
・宗
史
(
近

代
)
・
人
名
(
近
色

・
組
織
団
体

東
海
林
良
昌

浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員

宗
史

・
歴
史

要
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吉
田
淳
雄
浄
土
宗
総
合
研
究
所
常
勤
嘱
託
研
究
員

色

・
宗
制
・

書
名
(
一
近
色

・
組
織
団
体

・
哲
学

・
成
句

村
田
洋

一

浄
土
宗
総
合
研
雪
附
堕
前
理
九
員
寺
名

・
詠
唱

吉
水
一
岳
彦
場
土
宗
総
合
研
翠
附
堕
誌
研
究
員
宗
学
/
管
理
班

郡
嶋
昭
示
浄
土
宗
総
合
研
究
所
常
勤
嘱
託
研
究
員

宗
史
(
近

経
典

・
書

工名

嘗イ

2ぇ
愛;
研由

i; 
貢喜
信誌
2ぢ
量軍
班哩

班

西
部
ス
タ
ッ
フ

斑
加
藤
舜
健
浄
土
宗
総
合
研
究
専
辞
所
研
究
員

善
裕
昭
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員

安
達
俊
英
浄
土
宗
総
合
研
究
所
堕
誌
研
究
員

大
沢
亮
我
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員

清
水
秀
浩
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員

米
津
実
江
子
浄
土
宗
総
合
研
寿
常
勤
書
研
究
員

お
わ
り
に
ー
お
願
い
に
か
え
て
|

以
上

私
た
ち

新

憲
土

美
辞

~ 
編
集
フ
ロ
ン

ク

の
研
究
ス
タ
ッ

フ
は
、
か
つ
て
「
大
辞
典
」
刊
行
に
か
か
わ
ら
れ

た
編
纂
委
員
の
先
生
方
や
ご
執
筆
さ
れ
た
先
生
方
を
は
じ
め
と
す

る
実
に
膨
大
な
先
学
諸
賢
の
ご
尽
力
に
常
に
敬
意
を
は
ら
い
、
ま

た
、
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
委
員
会
の
先
生
方
の
指
導
を
仰
ぎ

つ
つ
、

『新
纂
大
辞
典
」
刊
行
に
向
け
た
編
集
作
業
を
営
為
進
め
て

い
く
所
存
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
際
、
各
項
目
に
記
載
さ
れ
る
内

容
の
確
認
は
も
と
よ
り
、
各
寺
院
の
什
物
等
の
図
版
掲
載
F許
可
や

撮
影
依
頼
の
た
め
、
直
接

・
間
接
に
、
各
ス
タ
ッ
フ
や
文
化
局
職

員
が
書
面
や
電
話
を
通
じ
て
各
寺
院
宛
に
連
絡
を
と
ら
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
多
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
本
報
告
を
ご

一
読
い
た
だ

い
た
大
方
の
諸
賢
に
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
ご
理
解
を
い
た

だ
き
、
広
く
ご
協
力
を
賜
れ
る
よ
う
伏
し
て
お
願
い
申
し
上
げ
る

次
第
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
ご
指
導

・
ご
鞭

撞
を
お
願
い
申
し
上
げ
、
報
告
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

{文
責
者
】
林
田
康
順

浄土宗大辞典

量
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土
寸
H
リ
些
転
生
ヵ

晶

f
甲
刀
丑
卦
マ
干

大
遠
忌
関
連
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト

浄
土
三
部
経

【
研
究
日
高
山
】

平
成
比
年
に
立
ち
上
が
っ
た
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
本

宗
所
依
の
経
典
で
あ
る
浄
土
三
部
経
の
現
代
語
訳
を
提
示
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
宗
祖
法
然
上
人
八
百
年
大
御
遼
思
記
念
事

業
の

一
つ
「
浄
土
宗
基
本
典
籍
の
現
代
語
訳
化
」
に
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
。
現
代
語
訳
の
提
示
に
は
三
部
経
全
般
に
わ
た
る

内
容
理
解
を
促
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
本
宗
教
師
各
位
に
お
け

る
布
教
教
化
の
基
礎
資
料
と
し
て
、

三
部
経
が
よ
り

一
層
活
用

さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
成
果
は
も
と
よ
り
本
宗
教
師
に
の
み
に
示
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
く
、

三
部
経
の
現
代
語
訳
は
訳
注
と
と
も
に
当
局
よ

94 

り
刊
行
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
三
部
経
現

代
語
訳
が
檀
信
徒
各
位
や

一
般
市
民
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な

り
、
結
果
、

一
般
社
会
に
お
け
る
浄
土
教
理
解
が
促
さ
れ
、
直

接
あ
る
い
は
間
接
に
本
宗
教
義
の
宣
揚
に
資
す
る
も
の
と
期
待

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

【
研
究
進
捗
状
況
】

前
号
で
も
報
告
し
た
通
り
、
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

こ
れ
ま
で
に
研
究
ノ

l
ト
と
し
て

『阿
弥
陀
経
」
の
現
代
語
訳

と
訳
注
(
本
誌
第
H
号)、

『無
量
寿
経
』
上
巻
の
現
代
語
訳
(
本

無誌
量第
寿 15
荏宣

言霊
智通
で、下
の巻
現の
代現
語代

訳裏
杢末ー、 圭士

霧装
U i'6 
呈号

同韻
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第
四
観
か
ら
第
十
三
観
ま
で
の
現
代
語
訳
(
本
誌
第
日
号
)
、
同

巻
末
ま
で
の
現
代
語
訳
(
本
誌
第
四
号
)
を
発
表
し
て
き
た
。

い
ず
れ
も
試
訳
と
い
う
べ
き
段
階
に
あ
っ
た
が
、
本
初
年
度

は
、
訳
注
執
筆
作
業
を
残
し
て
い
た

『無
量
寿
経
』
上

・
下
巻
、

及
び

『観
無
量
寿
経
」
の
う
ち
、

「観
経
」
の
訳
注
執
筆
作
業
完

遂
を
目
標
と
し
た
。

こ
の
『
観
経
」
訳
注
執
筆
作
業
は
前
年
度
に
引
き
続
い
て
の

も
の
で
あ
り
、
そ
の
手
順
も
ひ
と
ま
ず
は
前
年
度
通
り
に
、
ま

ず
は
現
代
語
訳
時
に
お
け
る
訳
注
箇
所
お
よ
び
訳
注
内
容
の
確

認
、
参
照
資
料
の
精
査
を
経
て
訳
注
の
執
筆
と
い
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
本
年
度
は
現
代
語
訳
と
原
文
の
文
法
解
釈
と
の
間

に
極
力
組
踊
が
な
い
よ
う
新
た
な
研
究
ス
タ
ッ
フ
を
加
え
て
研

究
体
制
を
強
化
し
、
昨
年
度

「観
経
」
推
敵
部
分
も
含
め
て

こ
れ
ま
で
発
表
し
て
き
た

『観
経
」
現
代
語
訳
の
精
査
・
見
直
し

推
敵
の
作
業
を
施
し
た
。

こ
う
し
て
上
半
期
に
は

『観
経
』
に
つ
い
て
の
作
業
を
す
べ

て
終
え
、
下
半
期
に
は
年
度
当
初
の
予
定
を
組
み
直
し
て

『無

量
寿
経
』
上
巻
つ
い
て
こ
れ
ら
の
作
業
を
開
始
し
た
。
年
度
末

現
在
に
於
い
て
上
巻
の
い
わ
ゆ
る
四
分
二
を
越
え
る
と
こ
ろ
ま

で
作
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
が
却
年
度
の
研
究
進
捗
状
況
で
あ
る
が
こ
の
う
ち

『観

経
』
に
つ
い
て
は
、
本
誌
本
号
に
「
研
究
成
果
」
と
し
て
現
代

語
訳
と
訳
注
を
掲
載
し
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
任
の

端
を
果
た
し
た
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
担
年
度
は
『
無
量
寿
経
」

上
巻
に
つ
い
て
訳
注
執
筆
、
現
代
語
訳
精
査
・
見
直
し
、
推
敵

作
業
を
完
遂
し
、
順
次
同
下
巻
へ
と
作
業
を
進
め
て
い
き
た
い
。

【
作
業
大
綱
】

本
研
究
は

7
年
間
に
わ
た

っ
て
継
続
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
研

究
方
法
は
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

本
年
度
は
昨
年
度
に
引
き
続
き

「観
無
量
寿
経
』
現
代
語
訳

の
訳
注
執
筆
作
業
と
訳
文
の
精
査

・
見
直
し
、
推
敵
作
業
に
あ

た
り
、
さ
ら
に

「無
量
寿
経
」
上
巻
に
つ
い
て
そ
れ
ら
の
作
業

を
進
捗
さ
せ
た
。

こ
の
う
ち

『観
経
』
に
つ
い
て
の
訳
注
執
筆
、
訳
文
精
査

見
直
し
、
推
敵
の
作
業
に
あ
た
っ
て
は
高
祖
善
導
大
師
の

「観

浄土三部経大速思関連プロジェク卜95 



経
疏

義
山
の

観
無
量
寿
経
随
聞
講
録

観
徹
の

部

経
合
讃
』
を
常
に
参
照
し
、
必
要
に
応
じ
て
香
月
院
深
励
の

『観

無
量
寿
経
講
義
』
や
先
行
現
代
語
訳
に
目
を
通
し
た
。

具
体
的
な
作
業
と
し
て
は
、

①
経
典
原
文
と
書
き
下
し
文
お

よ
び
現
代
語
訳
の
照
合
、

②
先
行
現
代
語
訳
と
の
照
合
、

③
現

代
語
訳
が
底
本
の
文
法
解
釈
に
適
合
し
て
い
る
か
を
精
査
、

④

現
代
語
訳
に

「観
経
疏
』
『
合
讃
」
「
講
録
」
な
ど
の
解
釈
を
直

接
反
映
さ
せ
る
べ
き
か
否
か
の
精
査
、
①
訳
文
の
見
直
し
・推
敵
、

⑥
訳
文
全
体
の
整
合
性
の
チ
ェ
ッ
ク
、

⑦
訳
注
執
筆
、
な
ど
と

い
っ
た
作
業
が
順
次
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
作
業
に
は
研
究
班
の
全
員
が
あ
た
っ
た
が
、

①
に

つ
い
て
は
主
に
柴
田
が
、

②
に
つ
い
て
は
主
に
石
上
と
石
田
が

①
に
つ
い
て
は
主
に
斉
藤
と
柴
田
と
石
上
が
、

④
は
斉
藤
・柴
田
・

袖
山
が
、

⑤
に
つ
い
て
は
主
に
袖
山
が
、
⑤
に
つ
い
て
は
主
に

石
田
・
佐
藤
が
、

⑦
に
つ
い
て
は
主
に
石
田

・
柴
田

・
袖
山
が

担
当
し
、
研
究
会
中
の
検
討
内
容
の
記
録
に
つ
い
て
は
主
に
佐

藤
が
担
当
し
た
。

『無
量
寿
経
』
上
巻
に
つ
い
て
も
同
様
の
作
業
を
行
っ
て
い
る

が
、
作
業
に
あ
た
っ
て
は
義
山
の

「無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
、
観

96 

徹
の

『三
部
経
合
讃
』
、
香
川
孝
雄

「無
量
寿
経
の
諸
本
対
照
研

Z
を
常
に
参
照
し
、
さ
ら
に
必
要
に
応
じ
て
香
月
院
深
励
の

『無

百
品
寿
経
講
義
」
を
参
照
し
て
い
る
。
な
お
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で

に
発
表
し
た

『無
量
寿
経
」
上
巻
現
代
語
訳
は
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
始
動
時
の
も
の
で
あ
り
、
先
行
現
代
語
訳
の
影
響
が
色
濃
く

残
っ
て
い
る
た
め
、

@ω
の
作
業
に
は
と
く
に
留
意
し
て
い
る
。

【
罪
九
会
開
催
日
と
克
九
内
容
】

平
成
初
年
度
、
当
研
究
会
の
開
催
は
日
別
に
し
て
計
羽
田
で

あ
っ
た
。

月
毎
の
内
訳
は

4
月

4
回、

5
月
3
回、

6
月
5
回、

7 
月

-
回
、

日
月
3
回、

日
月
3
回、

12 

8
月
1
回、

9
月
1
回、

月
4
回、

3
月
5
因
。

一
々
の
開
催

1
月
2
回、

2
月
4
回、

日
は
煩
墳
に
な
る
の
で
省
略
す
る
が
、

一
々
の
研
究
内
容
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

第

1
回

『教
化
研
申
九
」
第
四
号
提
出
原
稿
の
推
敵

第

義

訳

i 
繁

華
状



研究活動報告

第
2
1
4
回
『
観
経
」
に
お
け
る
数
量
等
単
位
に
つ
い
て
の
訳

第

5
回

第
6
回

第
7
回

第

8
回

第

9
回

第
叩
回

注
執
筆
内
容
の
検
討

ー
特
に
「
由
旬
」
「
那
由
他
」
「
恒
河
沙
」

1

第
十
観
の
訳
文
精
査

・
見
直
し
推
敵
作
業

ー
特
に
「
如
紅
蓮
華
色
」
に
つ
い
て
j

第
十
観
の
同
作
業

第
十

一
観
の
訳
文
精
査
・
見
直
し
推
敵
と
京
注
執
筆
作
業

訳
注
未
執
筆
分
担
当
振
り
分
け

第
十
二
観
・
十
三
観
の
訳
文
精
査
・
見
直
し
推
敵
と

訳
注
執
筆
作
業

ー
特
に
「
見
此
事
時

首
起
自
心
」
(
十
二
観
)
と
丈

尺
(
十
三
観
)
に
つ
い
て
1

第
十
四
観
上
品
上
生
の
同
作
業

ー
特
に
「
必
生
彼
国
」
・
「
即
得
往
生
」
等
の
ニ
ユ
ア
ン

ス
に
つ
い
て
1

第
十
四
観
上
品
下
生
ま
で
の
同
作
業

ー
特
に
「
不
必
受
持
」
・
「
:
:
:
大
衆
香
属
国
緯
」

等
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て

1

第
日
回

第
ロ
回

第
日
回

第

H
回

第
日
回

第
日
回

第
十
五
観
の
同
作
業

第
十
六
観
下
品
中
生
ま
で
の
同
作
業

訳
注
分
担
分
の
執
筆
内
容
精
査

第
十
六
観
下
品
下
生
か
ら
得
益
分
ま
で
の
訳
文
精
査

見
直
し
推
敵
と
訳
注
執
筆
作
業

流
通
分
か
ら
巻
末
ま
で
の
同
作
業

訳
注
分
担
分
の
執
筆
内
容
精
査

第
口
回

「無
量
寿
経
」
上
巻
に
つ
い
て
の
作
業
行
程
お
よ
び
日

程
の
策
定

第
四
l
U
回
『
無
量
寿
経
』
上
巻
序
分
の
訳
文
精
査
・
見
直
し

第

m
l
却
回

第
担

1
お
回

第
担
回

第
話
回

第
羽
田

推
敵
と
訳
注
執
筆
作
業

同
四
分

「歎
仏
頒
」
ま
で
の
同
作
業

同
四
分
二

「
四
十
願
」

ま
で
の
同
作
業

『教
化
研
究
』
第
却
号
提
出
用
「
研
究
成
果
」
『観
経
全
訳
・

訳
注
」
原
稿
の
チ
ェ
ッ
ク
作
業

同
四
分
二

「
四
十
八
願
」
ま
で
の
同
作
業

同
四
分
三

「
四
誓
偏
」
の
同
作
業{文

責
者
}

袖
山
後
輝

浄土三部経大遠思関連プロジェクト97 



特
別
業
務

大
遠
忌
関
連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

四
十
八
巻
伝

【
碍
叩
究
目
的
】

本
班
は

『四
十
八
巻
伝
」
の
わ
か
り
や
す
い
現
代
語
訳
を
提

供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。『
四
十
八
巻
伝
』
は
鎌
倉
後

期
こ
ろ
成
立
し
、
そ
れ
ま
で
の
法
然
伝
を
集
大
成
し
た
位
置
に

あ
る
と
さ
れ
る
。
作
者
は
天
台
宗
の
舜
昌
法
印
と
さ
れ
る
が
不

明
な
と
こ
ろ
も
多
い
。
浄
土
宗
で
は
江
戸
時
代
に
刊
本
が
出
版

さ
れ
た
の
を
契
機
に
広
く
読
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
鎌
倉
時
代

の
古
文
を
読
む
労
力
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
し

て
や
分
量
も
尾
大
で
あ
る
。
そ
こ
で
理
解
の

一
助
と
も
な
る
よ

ぅ
、
わ
か
り
や
す
い
現
代
語
訳
を
提
供
し
た
い
。

98 

【
研
究
内
容
】

平
成
四
年
度
ま
で
に
巻
十
ま
で
終
え
た
が
、
遠
忌
ま
で
完
了

さ
せ
る
に
は
こ
の
ぺ

1
ス
で
は
間
に
合
わ
な
い
。
そ
こ
で
平
成

初
年
度
よ
り
人
員
を
増
や
し
三
班
を
編
成
し
作
業
を
進
め
る
こ

と
と
し
た
。

三
班
の
組
織
と
分
担
巻
お
よ
び
研
究
会
会
場
は
以
下
の
と
お
り
。

-
伊
藤
台
下
班

一
伊
藤
唯
真
、
善
裕
昭
、
曽
田
俊
宏
、
真
柄

和
人
、
千
古
利
恵
子

一
巻
よ

西
巻
(
清
浄
華
院
)

-
小
嶋
知
菩
班
一
小
嶋
知
善
、
大
場
朗
、
山
本
真
吾
、
林
田

康
順
、
吉
田
淳
雄

二
五
巻
1
三
六
巻
(
大
正
大
学
)

-
中
井
真
孝
班
一
中
井
真
孝
、
安
達
俊
英
、
坪
井
直
子



研究活動報告

三
七
巻
1
四
八
巻
(
悌
教
大
学
)

訳
出
作
業
は
以
前
と
同
様
に
、
各
班
に
お
い
て
担
当
者
が
下

訳
を
作
成
し
、
そ
れ
を
ス
タ
ッ
フ
全
員
で
検
討
・
修
正
す
る
と

い
う
段
取
り
で
あ
る
。
と
く
に
古
文
の
尊
敬
や
謙
譲
の
丁
寧
語

に
注
意
し
な
が
ら
、
ま
た
仏
教
や
歴
史
の
専
門
用
語
も
ど
の
よ

う
に
現
代
語
に
置
き
換
え
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
配
慮
し
な

が
ら
、
完
成
訳
に
仕
上
げ
て
い
る
。
ま
た
校
正
段
階
に
お
い
て

難
読
の
固
有
名
詞
や
熟
語
に
ル
ビ
を
つ
け
る
作
業
を
行
う
。

こ
れ
ま
で
に
も
記
し
て
き
た
と
お
り

『四
十
八
巻
伝
』
の
現

代
語
訳
に
は
い
く
つ
か
あ
り
、
本
班
で
は
主
と
し
て
早
田
哲
雄

『昭
和
更
編
校
注

勅
修
法
然
上
人
御
伝
全
講
」
全
十
巻
を
参
照

し
て
い
る
。
こ
の
現
代
語
訳
の
完
成
度
は
大
変
高
く
、
仏
教
語

に
つ
い
て
も
十
分
な
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
正
確
な
読

解
に
は
大
変
参
考
に
な
る
。
た
だ
、
訳
文
の
文
体
が
古
く
て

時
代
前
の
感
が
あ
り
、
必
ず
し
も
す
っ
き
り
し
た
訳
文
で
は
な

い
。
ま
た
稀
に
で
は
あ
る
が
、
誤
訳
も
あ
る
。
そ
れ
ら
に
注
意

し
な
が
ら
、
よ
り
簡
明
で
わ
か
り
や
す
く
、
す
っ
き
り
し
た
形

の
訳
文
に
仕
上
げ
て
い
る
。

ま
た
、

三
班
に
分
か
れ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
班
の
特
徴
や
個
性

が
出
て
し
ま
い
訳
文
の
調
整
が
必
要
と
な
る
の
で
、
今
年
度
は

2
回
の
三
班
合
同
会
議
を
開
催
し
、
問
題
点
を
出
し
あ
っ
た
。

完
全
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
、

で
き
る
だ
け
三
班
の
訳
文
の
調

子
を
統

的
な
も
の
に
す
る
よ
う
努
力
し
た
い
。
ま
た
、

三
班

共
通
の
現
代
語
の
基
準
文
献
と
し
て
、
共
同
通
信
社
編

「記
者

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

【
研
究
会
開
催
日
お
よ
び
検
討
内
容
】

平
成
初
年
度
の
研
究
会
な
ら
び
に
会
議
の
開
催
日
は
次
の
と

お
り
で
あ
っ
た
。

4
月
4
日
(
金
)
伊
藤
台
下
班
一
十

一
巻
二
段
・

三
段
検
討

4
月
7
日
(
月
)
三
班
合
同
会
議

4
月
刊
日
(
木
)
伊
藤
台
下
班
一
十
巻
四
段
・
五
段
再
検
討

4
月
比
日
(
月
)
伊
藤
台
下
班
一
十

一
巻
四
段
検
討
、
十
巻
五
段

六
段
再
検
討

4
月
幻
日
(
月
)
伊
藤
台
下
班
一
十

一
巻
五
段
・
六
段
検
討

4
月
白
日
(
木
)
中
井
真
孝
班
一

三
七
巻

一
段
1
五
段
検
討

四十八巻伝大遠思関連プロジェクト99 



5
月
ロ
日
(
月
)
伊
藤
台
下
班
一
十
二
巻

一
段
1
三
段
検
討

5
月
日
日
(
金
)
小
嶋
知
善
班
一
会
議

5
月
辺
日
(
木
)
中
井
真
孝
班
一

三
七
巻
五
段
・
六
巻
検
討

5
月
初
日
(
金
)
小
嶋
知
善
班
一

二
五
巻
検
討

6
月
2
日
(
月
)
伊
藤
台
下
班
一
九
巻
・
十
巻
ル
ビ
付
け

6
月
日
日
(
金
)
小
嶋
知
普
班
一

一一
五
巻
検
討

6
月
日
日
(
月
)
伊
藤
台
下
班
一
十
二
巻
四
段
・
五
段
検
討

6
月
初
日
(
木
)
中
井
真
孝
班
・

三
八
巻

一
段・

二
段
検
討

6
月
幻
日
(
金
)
小
嶋
知
善
班
一

二
五
巻
検
討

7
月
7
日
(
月
)
伊
藤
台
下
班
一
十

一
巻
再
検
討

7
月
口
日
(
木
)
中
井
真
孝
班
一

一一一
八
巻
三
段
検
討

7
月
日
日
(金
)
小
嶋
知
善
班
一

二
五
巻
な
ら
び
に
今
後
の
作
業

に
つ
い
て
検
討

7
月
お
日
(
月
)
伊
藤
台
下
班
一
十
二
巻
六
段
・
十
三
巻

一
段
検

討

8
月
4
日
(
月
)
中
井
真
孝
班

一
一一一
九
巻

一
段
i
三
段
検
討

8
月
8
日
(
金
)
小
嶋
知
普
班
一

二
五
巻
再
検
討
、

二
六
巻
打
ち

合
わ
せ

8
月
初
日
(
土
)
中
井
真
孝
班
一

一一
一
九
巻
四
段
1
五
段
検
討

100 

9
月
日
日
(
火
)
伊
藤
台
下
班
一
士
一一
巻

一
段
・

二
段
検
討

9
月
日
日
(
木
)
伊
藤
台
下
班
一
十
三
巻
二
段
・

三
段
検
討

9
月
お
日
(
木
)
中
井
真
孝
班
一

一-一
九
段
六
段
・
七
段
検
討

9
月
お
日
(
金
)
小
嶋
知
善
班

二
天
巻
検
討

日
月
日
日
(
土
)
伊
藤
台
下
班
一
十
三
巻
三
段
・
四
段
検
討

日
月
M
日
(
金
)
小
嶋
知
善
班

二
天
巻
検
討

日
月
幻
日
(金
)
伊
藤
台
下
班
一
士
二
巻
五
段
検
討

日
月
3
日
(
月
)
伊
藤
台
下
班
一

士
二
巻
五
段
・
六
段
検
討

日
月
6
日
(
木
)
中
井
真
孝
班
一
四
十
巻

一
段
検
討

日
月
日
日
(
月
)
伊
藤
台
下
班
一
十
二
巻
再
検
討

日
月
初
日

(
水
)
中
井
真
孝
班
一
四
十
巻

一
段
検
討

月
28 
日

金

嶋
知
善
班

七

議
討

巻
再
検
討

十
二
月
八
日
合
同
会
議
資
料
作
成

12 
月
8 
日

月

班
ム、
口

同
b.. 
;z;;; 

議

伊
藤
4品

仁3

下
班

十

巻
再
検

討

ロ
月
四
日
(
金
)
伊
藤
台
下
班
一
十
四
巻

一
段
検
討
、
十
三
巻
再

検
討
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ロ
月
M
日
(
水
)
中
井
真
孝
班
一
四
十
巻
二
段
・

三
段
検
討

1
月
日
日
(
火
)
伊
藤
台
下
班
一
十
四
巻
二
段
検
討

1
月
四
日
(
月
)
伊
藤
台
下
班
一
十
四
巻
二
段
検
討

1
月
お
日
(
金
)
小
嶋
知
善
班
一

二
七
巻
再
検
討

1
月
却
日
(
木
)
中
井
真
孝
班
一
四
十
巻
三
段

・
四

一
巻

一
段
検

討

2
月
6
日
(
金
)
伊
藤
台
下
班
一
十
四
巻
二
段
・

三
段
検
討

2
月
口
日
(
火
)
伊
藤
台
下
班

一
十
四
巻
二
段

・
一二
段

・
四
段
検

討

四十八巻伝

2
月
M
日
(
火
)
伊
藤
台
下
班
一
十
五
巻

一
段

・
二
段
検
討

2
月
幻
日
(
金
)
中
井
真
孝
班
一
四

一
巻
二
段
・

三
段
検
討

3
月
3
日
(
火
)
伊
藤
台
下
班
一
十
四
巻
再
検
討

大遠思関連プロジェクト

3
月
お
日
(
水
)
中
井
真
孝
班
一
四

一
巻
二
段
・

三
段
検
討

3
月
訂
日
(
金
)
小
嶋
知
善
班

一
一一
七
巻
再
検
討

3
月
お
日
(
土
)
小
嶋
知
普
班
一

二
七
巻
再
検
討

{文
責
者
善
裕
昭
}
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浄
土
教
学
研
究
の
基
礎
的
整
理

104 

近
年
に
お
け
る
浄
土
学
研
究
の
状
況
|
法
然
浄
土
教
以
前
の
日
本
浄
土
教
の
研
究
状
況
|

本
研
究
ノ
1
ト
で
は
法
然
浄
土
教
以
前
の
日
本
浄
土
教
の
研

H 

叡
山
浄
土
教
に
関
す
る
研
究
(
担
当

・
郡
嶋
昭
示
)

究
状
況
に
つ
い
て
概
説
を
行
な
い
、
日
本
浄
土
教
が
ど
の
よ
う

一
、
円
仁
(
ウ
)

な
問
題
意
識
の
も
と
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
か
整
理
を
試
み
、

二
、
具
源
(
ウ
)

今
後
の
浄
土
教
研
究
に
少
し
で
も
寄
与
し
た
い
と
考
え
る
。
本

三
、
千
観
(
々
)

ノ
ー
ト
は

四
、
禅
瑞
(
ウ
)

五
、
源
信
(
担
当
・
長
尾
隆
寛
)

南
都
浄
土
教
に
関
す
る
研
究
(
担
当
・
沼
倉
雄
人
)

六、

「安
養
集
』「
安
養
抄
」『
浄
土
厳
飾
抄
』
(
担
当

一
、
智
光
(
担
当
・
高
橋
寿
光
)

工
藤
量
導
)

二
、
智
憶
す
)

三
、
永
観
(
担
当
・
沼
倉
雄
人
)

皿

高
野
山
浄
土
教
に
関
す
る
研
究

四
、
珍
海
(
ウ
)

て

覚
鍵
(
担
当

・
杉
山
裕
俊
)

二
、
仏
厳
(
ウ
)
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ミ
実
範
(
ウ
)

四
、
済
信
(
か
)

五
、
覚
超
(
か
)

W 

そ
の
他

一
、
往
生
伝
(
担
当
・
工
藤
量
導
)

二
、
浄
土
教
美
術
(
担
当
・
石
川
達
也
)

と
い
う
構
成
で
、
当
研
究
班
の
各
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
分
担

執
筆
を
行
な
う
こ
と
と
す
る
。

南
都
浄
土
教
に
関
す
る
研
究

本
稿
で
は
南
都
浄
土
教
の
な
か
で
も
、
と
く
に
時
代
的
に
法

然
以
前
の
南
都
に
お
け
る
浄
土
教
に
関
す
る
研
究
状
況
に
つ
い

て
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

「
南
都
浄
土
教
」
と
い

っ
て
も
、
周
知
の
通
り
、
法
相

・三
論

華
厳
・
律

・
成
実

・
倶
舎
の
「
南
都
六
宗
」
と
い
わ
れ
る
各
学

派
の
教
学
を
根
底
と
す
る
立
場
に
お
い
て
の
浄
土
教
で
あ
る
。

恵
谷
隆
戒
は
「
平
安
朝
に
於
け
る
善
導
の
往
生
思
想
受
容
に

つ
い
て
」
(
「仏
教
論
叢
』
五、

一
九
二
八
)
に
お
い
て
、
平
安
中

期
か
ら
末
期
に
か
け
て
の
仏
教
の
な
か
で
朝
鮮
の
浄
土
教
家
の

思
想
か
ら
善
導
流
の
浄
土
教
思
想
へ
、
ま
た
善
導
の
浄
土
教
思

経 想
疏に』っ
とり

主も
R'¥I - 可

基 往
曇 生
京 礼
童謹

裡 習
'" ~ 
吾法
;巴
る m
、流話
i- 想
与 か
笈ら
k扇

さ
ら
に
「
叡
山
系
の
浄
土
教
よ
り
も
、
南
都
系
の
浄
土
教
の
方

が
善
導
の
観
経
疏
を
重
要
視
し
て
お
り
、
特
に
散
普
義
に
注
意

し
て
い
る
と
云
う
こ
と
は
、
法
然
上
人
の
浄
土
開
宗
と
極
め
て

密
接
な
関
連
性
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
、
注
目
す
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
南
都
浄
土
教
は
浄
土
宗

と
し
て
法
然
の
念
仏
思
想
の
成
立
過
程
を
う
か
が
う
上
で
も
看

過
で
き
な
い
位
置
に
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

南
都
浄
土
教
に
関
し
て
触
れ
て
い
る
研
究
書
に
つ
い
て
、
ま

ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
井
上
光
貞

「日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』

山
111 
出
版

一
九
五
六
)
で
あ
る
が
、
本
書
は
飛
鳥
時
代
か
ら

鎌
倉
初
期
に
い
た
る
ま
で
の
浄
土
教
の
発
達
が
概
観
さ
れ
、

近年における浄土学研究の状況

そ
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の
な
か
で
南
都
浄
土
教
に
も
触
れ
て
い
る
。
著
者
は
述
作
に
あ

た
っ
て
体
系
的
な
論
述
を
試
み
て
お
り
、
各
時
代
・
地
域
に
お

け
る
動
向
に
論
及
し
て
い
る
。

井
上
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
浄
土
教
を
史
的
に
と
ら

え
よ
う
と
す
る
研
究
に
お
い
て
南
都
浄
土
教
を
は
ず
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
多
々
あ
る
が
、
南
都
浄
土
教

に
関
す
る
研
究
を
含
め
て
挙
げ
る
と
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
。
石
田
充
之

『浄
土
教
教
理
史
」
(「サ
l
ラ
叢
書
」

一
五、

平
楽
寺
書
屈、

一
九
六
二
)
、
石
田
瑞
麿

『往
生
の
思
想
」
(『サ
l

ラ
叢
書
」

一
九
六
八
)
、
田
村
芳
郎

『鎌

一
六
、
平
楽
寺
書
届、

倉
新
仏
教
思
想
の
研
究
』
(
平
楽
寺
書
白、

一
九
六
五
)
、
石
田

瑞
麿

『浄
土
教
の
展
開
』
(
春
秋
社
、

一
九
六
八
)
、
普
賢
晃
寿

『日
本
浄
土
教
思
想
史
研
究
」
(
永
田
文
昌
堂
、

一
九
七
二
)
、
香

月
乗
光

「法
然
浄
土
教
の
思
想
と
歴
史
」
(山
喜
房
例
書
林、

一
九
七
四
)
、
速
水
筒

『平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
』
(吉
川
弘
文

館

一
九
七
五
)
、
大
野
達
之
助

「上
代
の
浄
土
教
』
(吉
川
弘

文
館
、

一
九
七
八
)
、
石
田
瑞
麿

『往
生
の
思
想
』
(
平
楽
寺
書
白、

九
八

静
水
賢
道

南
都
浄
土
教
と
法
扶

上
人
の
教

主

百

華
苑
、

一
九
八
二
)。
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ま
た
近
年
に
お
い
て
も
、
追
塩
千
尋
「
中
世
の
南
都
例
教
』

吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
五
)
、
同

「中
世
南
都
の
僧
侶
と
寺

院
』
(吉
川
弘
文
館
、

二
O
O
六
)
、
堀
池
春
峰

『南
都
仏
教
史

の
研
究
』
上
一
東
大
寺
篇

・
下
一
諸
寺
篇

・
遺
芳
篇
(
法
蔵
館
、

二
O
O四
)
、
梯
信
暁

「太一
室
・
平
安
期
浄
土
教
展
開
論
』
(
法
蔵
館
、

二
O
O八
)
な
ど
の
研
究
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
雑
駁
で
は
あ
る
が
南
都
浄
土
教
に
関
す
る
研
究
書
を

概
観
し
た
。
こ
こ
に
挙
げ
た
研
究
書
は

い
ず
れ
も
浄
土
教
の

な
か
の
南
都
浄
土
教
を
扱
い
、
そ
の
な
か
で
浄
土
教
的
思
想

著
作
が
み
ら
れ
る
永
観

・
珍
海
な
ど
の
諸
師
を
取
り
上
げ
て
南

都
浄
土
教
の
特
徴
を
と
ら
え
る
研
究
書
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

永
観

・
珍
海
な
ど
人
物
を
単
独
で
取
り
扱
っ
た
研
究
書
は
な
く
、

『浄
土
仏
教
の
思
想
」
七
(
講
談
社
、

一
九
九
三
)
に
大
谷
旭
雄

が
永
観
を
、
坂
上
雅
翁
が
珍
海
を
担
当
し
て
ま
と
め
て
い
る
の

み
で
あ
る
。
ほ
か
は
日
本
浄
土
教
の
成
立
や
思
想
を
論
じ
る
な

か
で
南
都
浄
土
教
の
諸
師
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た

一
九
九

一
年
に
浄
土
宗
総
合
研
究
所
か
ら
刊
行
さ
れ
た
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『
浄
土
教
文
化
論」

(
山
喜
房
悌
書
林
)

に
は
「
南
都
浄
土
教

高
野
山
浄
土
教
の
念
仏
思
想
」
と
し
て
坪
井
俊
映
が
主
に
智
光

永
観
・
珍
海
の
念
仏
思
想
に
言
及
し
て
い
る
。
南
都
浄
土
教
の

諸
師
に
つ
い
て
研
究
す
る
場
合
、
上
記
の
研
究
書
に
よ
っ
て
南

都
浄
土
教
を
概
観
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

凝
然
の
『
浄
土
源
流
章
」
に
よ
れ
ば
、
南
都
に
お
け
る
諸
師

に
つ
い
て
永
観

・
珍
海

・
重
誉

・
実
範
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
ほ
か
古
く
は
元
興
寺
の
智
光
、
東
大
寺
華
厳
の
学
者
で
あ

る
智
僚
、
興
福
寺
の
善
珠
な
ど
が
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
こ

れ
ら
の
諸
師
の
な
か
、

と
く
に
智
光

・
智
慣

・
永
観

・
珍
海
に

つ
い
て
、
そ
の
研
究
状
況
を
把
握
し
て
い
き
た
い
。

(
文
責

・
沼
倉
雄
人
)

一
、
智
光
(
七

O
九
つ
l
宝
亀
年
間
)

智
光
に
関
し
て
、
我
々
は
比
較
的
多
く
の
研
究
論
文
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
は
概
ね
次
の
よ
う
に
分
け
ら

れ
る
。

①
伝
記
に
関
す
る
基
礎
研
究

②

「無
量
寿
経
論
釈
」
の
復
元
に
関
す
る
研
究

③
浄
土
教
思
想
に
関
す
る
研
究

④
憂
茶
羅
に
関
す
る
研
究

⑤
三
論
教
学
に
関
す
る
研
究

で
き
る
か
ぎ
り
こ
の
研
究
内
容
ご
と
に
整
理
を
し
な
が
ら
、

そ
の
研
究
史
を
み
て
い
き
た
い
。

(
一
)
整
別
の
研
究
状
況

戦
前
の
研
究
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
戸
松
憲
千
代
に
よ

る
「
智
光
の
浄
土
教
思
想
に
就
い
て
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は

上

(
『大
谷
学
報
』

一
八
|

て
一

九
三
七
)
・
中
(
同

一
八

|

四、

一
九
三
七
)
・
下
(
同

一
九
|

一
、
一
九
三
八
)

の
三
部
に
分

け
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
智
光
の
略
伝
に

始
ま
り
、
著
作
、
浄
土
教
思
想
に
至
る
ま
で
幅
広
く
研
究
さ
れ

て
い
る
。
付
録
で
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た

『無
量
寿
経
論
釈
』
(以

下
、
『
論
釈
』)
の
復
元
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

『論
釈
」
の
復
元
に
関
し
て
は
、
戸
松
以
前
に
高
西
賢
正
が
「
智

近年における浄土学研究の状況107 



光
の
浄
土
論
疏
に
就
き
て
」
(
「
仏
教
研
究
(
旧
大
谷
学
報
)
』
七

-

了
二
、
一
九
二
六
)

の
中
で
検
討
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し

高
西
は
本
格
的
な
復
元
を
試
み
た
わ
け
で
は
な
い
。
各
典
籍
の

中
で
の

『論
釈
』
の
引
用
回
数
や
引
用
形
態
の
整
理
を
し
た
上
で

断
片
的
に

「論
註
」
と
比
較
し
て
智
光
の
浄
土
教
思
想
に
関
す

る
特
徴
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
本
格
的
な
復
元
作
業

が
な
さ
れ
た
の
は
戸
松
の
研
究
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

智
光
の
伝
記
に
関
し
て
は
寺
崎
修

一
が
「
元
興
寺
智
光
の
事

ど
も
」
(
「現
代
仏
教
』
六
二
、
一
九
二
八
)
の
中
で
詳
し
く
整
理

さ
れ
て
い
る
。
戸
松
の
整
理
も
寺
崎
に
準
じ
て
い
る
。

戸
松
は
智
光
の
浄
土
教
思
想
を
論
じ
る
に
あ
た
り
本
願
観
、
法

蔵
菩
薩
の
発
心
時
並
び
に
発
願
時
の
階
位
、
仏
身
仏
土
論
、
機

根
論
、
生
後
得
益
論
、
そ
し
て
曇
鴛
と
の
相
違
点
に
注
意
し
な

が
ら

「浄
土
論
」
に
関
す
る
諸
問
題
、
五
劫
修
行
論
、

三
心
観

と
い
う
項
目
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
智
光
の

浄
土
教
思
想
は

「論
註
」
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
そ
れ
に
対
し

て
追
従
す
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
教
学
体
系
を
大
成
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
戸
松
は
こ
の
他
に
「
元

興
寺

安
値

重
経

悲

話
丞

四

九
四
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を
発
表
さ
れ
て
い
る
。

智
光
憂
茶
羅
の
研
究
に
関
し
て
は
鈴
木
暢
幸
「
智
光
憂
陀
羅

に
就
い
て
」
(
『宗
教
界
」
三
|
五、

一
九
O
七
)
、
杉
紫
朗
「
浄

土
憂
陀
羅
に
対
す
る
浄
土
三
家
の
態
度
と
見
解
(
上
)
」
(
『
龍

谷
大
学
論
叢
』

二
八
八
、

一
九
二
九
)
「
同
(
下
)
」
(
「同
』

二
八
九
、

一
九
三

O
)
「
浄
土
憂
陀
羅
解
釈
の
研
究
に
関
す
る
補

遺
」
(
「
同
』
二
九
O
、
一
九
三一

)
、
望
月
信
享
「
元
興
寺
智
光

の
浄
土
憂
陀
羅
」
(
『浄
土
学
」
二
、
一
九
三

二
、
石
黒
観
道
「
観

経
憂
陀
羅
に
就
て
」
(
「日
本
仏
教
学
協
会
年
報
」
七
、
一
九
三
五
)

が
あ
る
。
杉
は
鎮
西
派
、
西
山
派
、
真
宗
の
浄
土
三
家
に
お
け

る
浄
土
三
憂
陀
羅
の
扱
い
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。
望
月
は

智
光
目
安
陀
羅
に
限
定
し
て
そ
の
基
礎
的
研
究
を
し
て
い
る
。
石

黒
は
智
光
憂
陀
羅
に
限
ら
ず
首
麻
・
清
海
両
憂
陀
羅
も
含
め
た

上
で
、
西
山
の
立
場
か
ら
論
じ
て
い
る
。

智
光
の
三
論
教
学
に
関
し
て
は
島
地
大
等
が

「日
本
仏
教
教

学
史
」
九
十
!
九
十
二
頁

(
一
九
三
三
)
の
中
で
論
じ
て
い
る

ほ
か
、

『日
本
大
蔵
蔵
』『
大
日
本
仏
教
全
書
」
に
所
収
さ
れ
て



研究ノー卜

い
る

『浄
名
玄
論
略
述
』
「般
若
心
経
述
義
」
そ
れ
ぞ
れ
の
解
題

に
簡
単
で
は
あ
る
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
二
)
戦
後
か
ら
一
九
六
五
年
ま
で
の
研
究
状
況

戦
後
か
ら
向
こ
う
二
十
年
の
聞
に
な
さ
れ
た
研
究
に
は
亀
田

孜
の
「
智
光
変
相
拾
遺

付
、
智
光
伝
及
び
智
光
目
安
陀
羅
関
係

資
料
抄
」
(
『東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
二
、
一
九
五

二

井
上
光
貞
「
智
光
ら
三
論
宗
の
浄
土
教
家
」
(
井
上
光
貞

著

『新
訂
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
」

一
九
五
二
)、

田
充
之
「
南
都
浄
土
教
の
教
学
史
的
意
義
」
(
「南
都
仏
教
」

四、

一
九
五
七
)
、
漬
田
隆
「
智
光
量
茶
羅
に
つ
い
て
」
(
『美
術
史
」

二
五、

一
九
五
七
)
、
恵
谷
隆
戒
の
「
智
光
の
無
量
寿
経
論
釈
の

復
元
に
つ
い
て
」
(
『仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
三
四、

一
九
五
八

鹿
苑
大
慈

「智
光
に
於
け
る
隠
遁
の
意
義
」
(
『印
度
学
仏
教
学

研
究
」
八

|
二
、
一
九
六
O
)、
瓜
生
津
隆
雄
「
智
光
の

『論
釈
」

と

「論
註
』
|
法
蔵
の
発
願
の
地
位
を
巡
り
て
|
」
(
『真
宗
学
」

二
七・
二
八、

一
九
六
二
)
、
石
田
充
之
「
日
本
浄
土
教
の
発
源
」

(『日
本
浄
土
教
教
理
史
」)
、
五
来
重
「
智
光
曇
陀
羅
と
庶
民
信
仰
」

(
五
来
重
編

「元
興
寺
極
楽
坊

中
世
庶
民
信
仰
資
料
の
研
究
』

一
九
六
四
)
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
憂
陀
羅
に
関
し
て
は
亀
田
、
五
来
の
研
究
が
そ

れ
に
あ
た
る
。
同
時
に
、
亀
田
は
前
掲
し
た
寺
崎
の
伝
記
研
究

を
ふ
ま
え
改
め
て
伝
記
の
整
理
検
討
を
さ
れ
て
い
る
。
鹿
苑
の

研
究
も
伝
記
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
が
、
鹿
苑
は
智
光
の
鋤
田

寺
隠
遁
に
絞
っ
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
五
来
の
智
光
憂
陀
羅
に

関
す
る
研
究
は
庶
民
信
仰
と
の
関
係
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

石

恵
谷
と
井
上
の
研
究
は

『論
釈
」
の
復
元
を
目
指
し
た
研
究

で
あ
る
が
、
中
で
も
恵
谷
の
研
究
は
前
掲
の
戸
松
に
よ
る

「論
釈
」

復
元
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
さ
ら
に
戸
松
が
披
見
し
て
い

な
か

っ
た
滋
賀
県
阪
本
西
教
寺
所
蔵
の

『安
養
集
』
も
含
め
た

上
で
の
復
元
を
試
み
て
お
り
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。

浄
土
教
思
想
に
関
す
る
研
究
に
当
た
る
の
が
瓜
生
津
と
石
田

の
研
究
で
あ
る
。
瓜
生
津
は
先
の
戸
松
に
よ
る
『論
註
』
と
『論
釈
」

の
諸
問
題
、

具
体
的
に
は
両
書
の
相
違
に
関
す
る
六
つ
の
指
摘
|

①
智
光
所
覧
の

『浄
土
論
」
は
親
鷺
所
覧
本
と
は
異
本
で
あ
る

こ
と
、

②
浄
土
論
に
対
す
る
二
師
の
科
文
の
相
違
し
て
い
る
こ
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と、
①
智
光
は

『一
弘
旦
を
大
経
別
申
論
と
見
た
こ
と
、
④
智
光
は

「大

経
の
五
劫
思
惟
を
五
劫
修
行
と
見
た
こ
と
、

⑤
「
論』

の
起
観

生
信
の
「
観
」
と
「
信
」
を
「
解
」
と
「
行
」
と
に
釈
し
て
い

る
こ
と
、
⑤
未
謹
浄
心
の
菩
薩
を
地
前
の
菩
薩
と
解
釈
し
て
い

る
こ
と
|
こ
れ
ら
の
指
摘
を
お
さ
え
た
上
で
、
智
光
の
発
心
発

願
の
地
位
に
関
し
て
検
討
し
て
い
る
。

一
方
、
石
田
は
「
南
都

浄
土
教
の
教
学
史
的
意
義
」
で
は
浄
土
教
学
史
の
中
に
お
け
る

智
光
の
浄
土
教
思
想
の
位
置
づ
け
と
後
代
へ
の
影
響
を
、
「
日
本

浄
土
教
の
発
源
」
で
は
主
に
智
光
の
念
仏
観
に
つ
い
て
論
じ
て

お
ら
れ
る
。

( 

一一一) 

一
九
六
六
年
か
ら
一
九
八
五
年
ま
で
の
克
九
状
況

一
九
六
六
か
ら
の
二
十
年
間
に
は
岩
城
隆
利
「
元
興
寺
僧
智
光

の
説
話
に
つ
い
て
」
(
「大
和
文
化
研
究
』
十
一
|
七
、

一
九
六
六)、

普
賢
晃
寿
「
智
光
の
浄
土
教
思
想
|
「
論
註
」
と
「
無
量
寿
経

論
釈
」
|
」
(
『真
宗
学
」
三
五・
三
六、

一
九
六
七
)
、
石
田
瑞
麿
「
智

光
と
浄
土
教
」
(
石
田
瑞
麿
著

『浄
土
教
の
展
開
』

一
九
六
七
)

恵
谷
隆
戒
「
元
興
寺
智
光
の
無
量
寿
経
論
釈
の
研
究
」
(
『干
潟

博
士
古
希
記
念
論
文
集
』

一
九
七

O
)、
伊
藤
隆
寿
「
智
光
の
撰

110 

述
書

っ

て

罰
沢
大
学
仏
教
学
部
三&
同制

集

七

九
七
ノ、

岩
城
隆
利
「
智
光
と
浄
土
教
」
(
『日
本
仏
教
民
族
基
礎
資
料
集

成
七

元
興
寺
極
楽
坊
」

一
九
八

O
)、
末
木
文
美
士
「
元
興
寺

智
光
の
生
涯
と
著
述
」
(
「仏
教
学
』一

四、

一
九
八
二
)
「
智
光

『般

若
心
経
述
義
」
に
つ
い
て
|
奈
良
朝
三
論
教
学
の

一
断
面
」
(
「田

村
芳
朗
博
士
還
暦
記
念
論
集

一
九
八
二
)

仏
教
教
理
の
研
究
」

が
あ
る

ま
た
JC 
興
寺
仏
教
民
俗
資
料
刊
行
右 、
;k 

が
編
集
し
た

智

光
回
安
茶
羅
」
(
一
九
六
九
)
は
智
光
目
安
茶
羅
に
関
す
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
智
光
の
浄
土
教
思
想
に
至
る
と
こ
ろ
ま
で
論

じ
た
も
の
も
あ
り
大
変
参
考
に
な
る
。
こ
の
中
で
藤
堂
恭
俊
が

「
元
興
寺
極
楽
坊

智
光
法
師
撰

無
量
寿
経
論
釈
逸
文
集
成
」

を
著
し
、
さ
ら
な
る

『論
釈
」
の
復
元
を
試
み
て
い
る
。
ま
た
、

「智
光
目
安
陀
羅
』
二
六
二
頁
に
は
明
治
以
降
か
ら
昭
和
四
十
三
年

(
一
九
六
八
)
ま
で
の
智
光
量
陀
羅
に
関
す
る
研
究
目
録
が
あ
る
。

こ
の
頃
の
伝
記
な
ど
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
と
し
て
は
、
末

木
の

「元
興
寺
智
光
の
生
涯
と
著
述
」
や
岩
城
の
研
究
が
挙
げ

ら
れ
る
。
末
木
は
智
光
の
研
究
に
関
し
て
浄
土
教
方
面
の
研
究
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を
除
く
と
、
未
だ
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
関
し
て

憂
慮
し
、
改
め
て
伝
記

・
著
述

・
思
想
的
系
譜
に
関
し
て
検
討

と
試
み
、
そ
の
後
の
研
究
の
足
が
か
り
と
し
て
い
る
。
末
木
は

こ
の
論
孜
の
付
録
と
し
て
智
光
著
述
逸
文
の
所
在
を
列
挙
し
て

い
る
。
智
光
の
著
述
に
関
す
る
研
究
に
は
他
に
伊
藤
の
も
の
が

あ
る
。
伊
東
の
研
究
は
先
の
戸
松
の
研
究
成
果
を
補
う
か
た
ち

で
な
さ
れ
て
い
る
。
伝
記
に
関
し
て
の
も
う
ひ
と
つ
の
研
究
で

あ
る
岩
城
の
も
の
は
史
学
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
お
り
、
智
光

の
史
実
と
そ
の
周
辺
の
史
的
関
係
を
把
握
す
る
上
で
大
変
参
考

に
な
る
。

智
光
の
浄
土
教
思
想
に
つ
い
て
は
普
賢
、
恵
谷
が
そ
れ
ぞ
れ

研
究
を
し
て
い
る
。
普
賢
は
智
光
の
念
仏
観
に
つ
い
て

『論
註
」

と

『論
釈
」
の
比
較
の
な
か
で
論
じ
て
お
ら
れ
、
念
仏
観
に
関

し
て
は

『
論
註
」

の
所
説
に
よ
っ
て

『浄
土
論
』
を
理
解
し
て

い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
普
賢
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
恵
谷

は
自
身
が
復
元
を
試
み
た

『論
釈
」
を
踏
ま
え
て
研
究
を
進
め

て
お
ら
れ
る
。
恵
谷
は
そ
れ
ま
で
の
戸
松
や
井
上
の
研
究
は
西

教
寺
本

『安
養
集
』
を
披
見
し
た
上
で
の
復
元
本
を
利
用
し
て

い
な
い
が
故
の
不
十
分
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
改
め
て

智
光
の
本
願
観
、
念
仏
観
、
逆
誘
除
取
観
、
九
品
階
位
観
に
つ

い
て
考
察
し
、
智
光
の
思
想
の
特
徴
は
中
国
や
新
羅
の
浄
土
教

諸
師
の
説
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の

思
想
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
彼
独
自
の
見
解
に
よ
り

一
家
見
を

樹
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

三
論
教
学
に
つ
い
て
は
先
の
末
木
が
論
放
の
少
な
さ
を
問
題

視
し
こ
こ
に
論
文
を
書
か
れ
て
お
ら
れ
る
。
智
光
の
三
論
教
学

を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
末
木
は

『般
若
心
経
述
義
」
の
内
容

を
検
討
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
際
吉
蔵
と
の
関
係
の
中
で
智
光

の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
。

(四
)

一
九
八
六
年
以
降
の
研
究
状
況

一
九
八
六
以
降
の
研
究
に
、

服
部
純
雄
「
智
光
撰

『無

量
寿
経
論
釈
』
稿
(
復
元
資
料
こ
(
『浄
土
宗
学
研
究
」

十
五
・
十
六
、

一
九
八
六
)
、
梯
信
暁
「
智
光

『無
量
寿
経
論
釈
』

の
一
考
察
l

「安
養
集
」
所
見
の
逸
文
に
つ
い
て
|
」
(
『印
度

学
仏
教
学
研
究
』
三
六
|
一
、
一
九
八
七
)
、
大
西
龍
峯
「
元
興
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寺
智
光
の
出
自
及
び
本
貫

駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
勿 h
7t. 

f己
主

四
五
、

一
九
八
七
)
、
米
山
孝
子
「
行
基
説
話
考
|
智
光
説
話
と

の
関
連
か
ら
|
」
(
『高
野
山
大
学
論
叢
』
二
七、

一
九
九
二
)
、
頼

富
本
宏
「
浄
土
と
目
安
茶
羅
ー
そ
の
類
似
と
相
違
|
」
(
『
仏
教
文

化
研
翠
附
紀
芝

三
六
、
一
九
九
七
)
、
梯
信
暁
「
智
光
の
浄
土
観
」

(「北
畠
典
生
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』

一
九
九
八
)
、
が
あ
る
。

伝
記
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
米
山
、
大
西
の
研
究
が
挙
げ

ら
れ
る
。
米
山
の
研
究
は
行
基
と
の
関
係
の
中
で
智
光
の
人
物

像
を
考
察
し
て
い
る
。
大
西
も
同
様
に
行
基
と
の
関
係
の
中
で

智
光
の
人
物
に
関
し
て
研
究
を
さ
れ
て
い
る
が
、
大
西
の
場
合

は
出
自
を
中
心
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

智
光
目
安
茶
羅
の
研
究
に
関
し
て
は
、
頼
富
が
浄
土
三
目
安
茶
羅

の
比
較
検
討
を
行
う
な
か
で
智
光
憂
茶
羅
に
つ
い
て
も
述
べ
て

お
ら
れ
る
。
智
光
憂
茶
羅
に
か
ぎ
ら
ず
浄
土
三
憂
茶
羅
を
網
羅

し
た
研
究
と
し
て
、
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
か
ら

「日
本
浄
土

憂
茶
羅
の
研
究
』
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
浄
土
憂
茶
羅
を
研
究

す
る
上
で
必
ず
参
考
に
す
べ
き
研
究
と
い
え
る
。

『論
釈
」
の
復
元
は
藤
堂
な
ど
の
研
究
に
よ
っ
て
前
進
し
た
が

服
部
は
再
度
散
見
さ
れ
る

「論
釈
』
の
再
構
築
を
試
み
て
い
る
。

ま
た
、
梯
は
「
智
光

「無
量
寿
経
論
釈
』
の
一
考
察
|
「安
養
集
』

112 

所
見
の
逸
文
に
つ
い
て
|
」
を
論
ず
る
中
で
、
恵
谷
以
降
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

「安
養
集
』
所
見
の
逸
文
を
中
心
に
考

察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
今
ま
で
見
逃
さ
れ
て
い
た

「安

養
集
』
巻
八
に
あ
る
逸
文
を
新
た
に
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に

梯
は
、
「
智
光
の
浄
土
観
」
の
中
で
は
智
光
の
仏
身
仏
土
観
に
関

し
て
研
究
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
梯
は
そ
れ
ま
で
の
智
光
研
究

に
推
蔽
や
さ
ら
な
る
増
稿
を
し
た
上
で
、

二
O
O八
に

空
軍

平
安
期
浄
土
教
展
開
論
』
を
著
し
て
い
る
。

(五
)
智
光
克
九
の
展
望

先
述
し
た
よ
う
に
智
光
の
研
究
傾
向
は
五
種
類
に
分
け
ら
れ

る
。
そ
の
う
ち
浄
土
教
思
想
に
関
し
て
は

「論
釈
』
に
た
の
む

と
こ
ろ
が
多
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の

「論
釈
』
が
復
元
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
未
だ
完
全
な
形
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
に
智
光
浄
土
教
思
想
の
難
し
さ
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
現
存
の
著
作
が
少
な
い
た
め
、
智
光
の
原
点
で
あ
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る
三
論
教
学
研
究
さ
え
も
思
う
よ
う
に
進
展
が
み
ら
れ
て
い
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。
今
後
も
智
光
に
関
す
る
研
究
分
野
は
苦

戦
を
強
い
ら
れ
る
と
思
う
が
、

せ
め
て
彼
の
浄
土
教
思
想
に
関

し
て
は
、

『論
釈
』
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
綿
密
な
復
元
に
よ
る
進

展
を
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

、

智
慣

(
?
|
七
五
O
ー
?
)

七
五

O
前
後
に
活
躍
し
た
智
憶
に
関
し
て
の
研
究
は
残
念
な

こ
と
に
非
常
に
少
な
く
、

ひ
と
つ
の
項
目
な
い
し
論
孜
と
し
て

形
を
な
し
て
い
る
の
は
、
井
上
光
貞
「
東
大
寺
華
厳
の
浄
土
教
家
、

智
慢
」
(
「新
訂
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
」

一
九
五
六
)
、
愛

宕
邦
康
「
『遊
心
安
楽
道
』
の
実
質
的
撰
述
者
・
東
大
寺
智
慣
」
(
「
「遊

心
安
楽
道
』
と
日
本
仏
教
」

二
O
O六
)
、
梯
信
暁
「
奈
良
時
代

の
浄
土
教
研
究
者

智
憶
」
(
「平
安
・
奈
良
期
浄
土
教
展
開
論
」

二
O
O八
)
程
度
で
あ
る
。

他
に
も
智
憶
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
論
孜
も
あ
る
が

そ
れ
ら
は
み
な
智
憶
周
辺
の
研
究
を
す
る
中
で
わ
ず
か
に
触
れ

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
智
憶
に
関
す
る
研
究
と
呼
ぶ
に
は
ほ

ど
遠
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
名
は
そ
れ
な
り
に

認
知
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
研
究
論
文
が
ほ
と
ん
ど

見
当
た
ら
な
い
原
因
は
、
智
慢
の
諸
著
作
が
す
べ
て
散
逸
し
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
前
項
で
紹
介
し
た
智
光
の
「論
釈
」

の
よ
う
に
、
復
元
が
可
能
で
あ
れ
ば
同
様
に
研
究
が
な
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
智
憶
に
関
し
て
は
そ
れ
も
ま

ま
な
ら
な
い
状
態
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
も
井
上
は
智
憶
に
関
係
あ
る
正
倉
院
文
書

を
整
理
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
智
慢
の
動
向
を
確
認
し
て
お
ら
れ

る
。
愛
宕
に
い
た

っ
て
は
智
僚
の
学
系
か
ら
そ
の
思
想
傾
向
を

検
討
す
る
と
と
も
に
、

「遊
心
安
楽
道
」
の
智
憶
著
作
説
を
提
示

し
て
お
ら
れ
る
。
梯
の
論
孜
は
、

『平
安
・
大
震
期
浄
土
教
展
開
通

の
中
の

一
部
と
し
て
智
憶
を
紹
介
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
内
容

は
智
憶
を
概
観
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
智
憶

の
論
孜
が
少
な
い
状
況
下
で
は
誠
に
あ
り
が
た
い
整
理
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
智
慢
の
研
究
は
史
料
の
少
な
さ
故
に
困
難
を
窮

め
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い

っ
て
智
慢
の
存
在
が
浄
土
教
展
開
史

近年における浄土学研究の状況113 



の
中
で
重
要
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
今

後
、
智
憶
研
究
に
何
ら
か
の
転
機
が
訪
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
文
責

高
橋
寿
光
)

三
、
永
観

(一

O
三
三
|
一

一
、---

永
観
に
関
す
る
論
稿
は
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
な
か
で
も
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
大

谷
旭
雄
の

一
連
の
研
究
で
あ
る
。
ま
た
大
谷
は

『浄
土
仏
教
の

思
想
」
七
(
講
談
社
、

一
九
九
三
)
に
お
い
て
「
永
観
」
を
担

当
し
、
永
観
の
生
涯
や
そ
の
思
想
を
ま
と
め
て
お
り
、
現
在
で

も
永
観
に
関
す
る
最
も
ま
と
ま

っ
た
概
説
書
で
あ
る
。
大
谷
の

一
連
の
永
観
研
究
の
論
文
は
、
そ
の
著
作
集
で
あ
る

『法
然
浄

土
教
と
そ
の
周
縁
』
乾
(
山
喜
房
仏
書
林
、

二
O
O七
)
に
所

収
さ
れ
て
い
る
の
で
、
永
観
に
つ
い
て
研
究
す
る
研
究
者
は
必

ず
手
に
と
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
大
谷
の
研
究
も

含
め
先
学
諸
氏
の
研
究
成
果
を
み
て
い
く
。

114 

(
ご
戦
前
の
克
九
状
況

ま
ず
、
戦
前
に
お
け
る
、水観
研
究
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
が
、

さ
ほ
ど
数
は
多
く
な
く
、
桑
門
秀
我
「
往
生
拾
因
解
説
」
(
『宗
教
界
」

八
ー

一
、
一
九

一二
)
、
本
多
信
雄
「
永
観
律
師
に
つ
い
て
」
(
『無

尽
灯
』二

(-『
龍
谷
大
学
論
叢
』
二
七
四
、

一
九
二
七
)
て
、
高
西
賢
正
「
平
安
末

期
に
お
け
る
南
都
系
浄
土
教
」
(
「大
谷
学
報
』
九
1

一
、
一
九
二
八
)

な
ど
が
み
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
内
容
的
に
も
永
観
や

「往

生
拾
因
』
の
概
説
的
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

(二
)
戦
後
か
ら
一
九
六
五
年
ま
で
の
克
九
状
況

次
に
戦
後
か
ら

一
九
六
五
年
ま
で
の
聞
に
発
表
さ
れ
た
論
稿

を
み
て
い
き
た
い
。

ま
ず
稲
葉
秀
賢
「
往
生
要
集
と
往
生
拾
因
の
念
仏
」
(
「印
仏

研
究
』
三
|

一
、
一
九
五
回
/
日
本
名
僧
論
集
四

「源
信
』
吉

川
弘
文
館
、

一
九
八
三
)
、
池
田
円
暁
「
永
観
律
師
讃
仰
」
(
『西
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山
禅
林
寺
学
報
』
三
、
一

九
五
七
)
、
藤
堂
恭
俊
「
禅
林
寺
永
観

律
師
の
浄
土
教
思
想
」
(
『
日
仏
学
会
年
報
」
二
二
、
一
九
五
七
)
、

石
田
充
之
「
南
都
浄
土
教
の
教
学
史
的
意
義
」
(
『南
都
仏
教
」

四、

一
九
五
七
)
が
あ
る
が
、
稲
葉
は

『往
生
要
集
』
と
『
往
生

拾
因
』
を
そ
れ
ぞ
れ
北
嶺
と
南
都
の
浄
土
教
を
代
表
す
る
著
作

で
あ
る
と
し
て
両
者
を
比
較
し
、
鎌
倉
時
代
の
浄
土
教
(
法
然
・

親
驚
)

へ
の
影
響
を
追
究
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
特
質

に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
比
較
の
な
か
で
、
永
観
は
北
嶺
浄
土

教
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
の
立
場
に
立
っ
て
「
往
生
拾

国
の
説
示
を
解
釈
し
て
い
る
。

藤
堂
は

『往
生
拾
因
』
に
よ
っ
て
永
観
の
根
本
的
立
場
と
そ

の
特
異
性
に
言
及
し
て
い
る
。
藤
堂
は
永
観
が
聖
道
門
的
立
場

に
あ
り
な
が
ら
称
念
の

一
行
を
重
要
視
し
て
い
る
根
拠
を
善
導

『観
経
疏
」
散
善
義
の
影
響
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
浄
土
教
思

想
の
特
異
性
と
し
て
、
法
身
同
体
説
・
仏
凡
の
関
係
性
を
挙
げ
、

永
観
は
聖
道
門
的
実
践
の
補
助
手
段
と
し
て
口
称
を
強
調
し
た

と
し
て
お
り
、
「
彼
の
浄
土
教
思
想
は
聖
道
門
に
附
順
す
る
実
践

の
上
に
展
開
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
香
月
乗
光
は
「
法
然
教
学
の
成
立
と
南
都
浄
土
教
|
特

に
永
観
の
浄
土
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
|
」
(
『印
仏
研
究
』
三

-
二
、
一
九
五
五
)
、
「
永
観
の
浄
土
教
l
特
に
法
然
の
浄
土
教
と

の
関
連
に
つ
い
て
|
」
(
『悌
教
大
学
学
報
』
三
O
、
一
九
五
八
/

『法
然
浄
土
教
の
思
想
と
歴
史
』
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
七
四
)

な
ど
の
論
稿
を
発
表
し
て
い
る
が
、
「
法
然
教
学
を
考
究
す
る
場

合
に
は
、
善
導
並
に
源
信
と
の
関
係
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
更
に
は
善
導
を
通
じ
て
支
那

浄
土
教
と
の
関
連
、
源
信
を
通
じ
て
日
本
浄
土
教
と
の
脈
絡
が

検
討
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
(
「
永
観
の
浄
土
教

l
特
に

法
然
の
浄
土
教
と
の
関
連
に
つ
い
て
|
」
)
と
の
立
場
に
お
い
て
、

法
然
教
学
へ
の
影
響
を
考
え
る
う
え
で
永
観
に
注
目
し
て
い
る
。

ま
た
香
月
は

『往
生
拾
困
』
に
加
え
、

『往
生
講
式
』
も
用
い
て

永
観
の
浄
土
思
想
を
考
察
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
林
碩
聞
「
南
都
に
お
け
る
善
導
念
仏
の
諸
相
|

永
観

・
珍
海
を
中
心
に
|
」
(
「東
海
高
等
学
校
・
東
海
中
学
校

研
究
紀
要
』

一
、
一
九
六

二
、
明
山
安
雄
「
永
観
・
珍
海
の
浄

土
教
研
究
序
説
」
(
『
悌
教
大
学
研
究
紀
要
」
四
六
、

一
九
六
四
)
、

近年における浄土学研究の状況115 



普
賢
晃
寿
「
永
観
の
念
仏
思
想
|
持
に
源
信
・
法
然
と
の
関
連

に
お
い
て
l
」
(
「真
宗
学
」
三
三
・三
四
合
併
号
、

一
九
六
六
)

奈
良
博
順
「
永
観
の
浄
土
教
思
想
の
性
格
」
(
『東
京
教
育
大
学

文
学
部
紀
要
』
五
五
、

一
九
六
六
)
が
あ
る
。
こ
の
な
か
明
山

の
論
稿
は
永
観
研
究
に
お
け
る
基
礎
的
な
伝
歴

・
浄
土
教
思
想

に
つ
い
て
の
整
理
が
大
谷
に
先
駆
け
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
普

賢
は
永
観
の

『往
生
拾
因
』
に
示
さ
れ
る
思
想
を

『往
生
要
集
』

を
う
け
て
発
展
し
、
法
然
の
浄
土
教
を
生
み
出
す
思
想
背
景
に

な
っ
た
も
の
と
し
て
み
た
う
え
で
、
媒
介
的
役
割
を
果
た
し
た

永
観
の
念
仏
思
想
の
立
場
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。

〆'旬、

一) 

一
九
六
六
年
か
ら
一
九
七
五
年
ま
で
の
研
究
状
況

一
九
六
六
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
大
谷
の
永
観
に
関
す
る

研
究
成
果
が
次
々
と
発
表
さ
れ
る
。
大
谷
の
永
観
研
究
は

一
九
六
二
年
の
欧
米
滞
在
時
に
大
英
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い

た
宝
治
二
年

(
一二
四
八
)
版

「往
生
拾
因
』
に
出
会
っ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。

い
ま
そ
れ
ら
の
論
稿
を
年
代
順
に
列
挙
す
る
と
「
『心
性
罪
福

因
縁
集
』
と
永
観
の
密
教
的
名
号
観
|
特
に
第
七
念
仏
項
の
影
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響
か
ら
|
」
(
『仏
教
論
叢
」

一一

、
一
九
六
六
)
、
「
永
観
に
お
け

る
浄
土
思
想
形
成
の

一
面
」
(
『日
本
仏
教
」
二
六、

一
九
六
七
)
、

「「心
性
福
罪
因
縁
集
」
と
そ
の
影
響
ー
と
く
に
『往
生
拾
因
」
と
『今

昔
物
語
』
l
」
(
『印
仏
研
究
」

一
八

|
二
、
一
九
七

O
)、
「
永
観

の
念
仏
宗
に
つ
い
て
」
(
浄
土
教
思
想
研
究
会
編

『浄
土
教
|
そ

の
伝
統
と
創
造
|
』
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
七
二
)
、
「
禅
林
寺
水

観
の
本
願
思
想
と
く
に
第
十
八
願
を
中
心
と
し
て
」
(
『大
正
大

学
研
究
紀
芝
五
八
、

一
九
七
三
)
、
「
善
導
浄
土
教
と

『往
生
拾
恩

ー
そ
の
直
接

・
間
接
の
受
容
と
展
開
|
」
(
藤
堂
恭
俊
編

『善
導

大
師
研
市
己
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
八
O
)、
「
永
観
に
お
け
る
普

導
観
の
確
立
|

『瑞
応
伝
」
の
流
伝
を
中
心
に
|
」
(
戸
松
啓
真

編
「善
導
教
学
の
成
立
と
展
開
』
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
八
二
、
「
永

観
作

『三
時
念
仏
観
門
式
」
に
つ
い
て
」
(
坪
井
俊
映
博
士
頒
寿

記
念

『仏
教
文
化
論
孜
』
悌
教
大
学
、

一
九
八
四
)
、
「
永
観

「往

生
講
式
』
の
撰
時
と
往
生
思
想
」
(
戸
松
啓
真
教
授
古
稀
記
念

「浄

土
教
論
集
』
大
東
出
版
社
、

一
九
八
七
)
な
ど
が
あ
る
。

丸
山
博
正
は
、

『法
然
浄
土
教
と
そ
の
周
縁
』
乾
・巻
頭
に
「
大
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谷
先
生
の
学
風
」
と
し
て
、
大
谷
の
永
観
研
究
の
特
徴
を
述
べ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
谷
は
永
観
と
法
然
に
共
通
し

た
着
目
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
共
通
点
を
通
じ
て
両

師
の
近
似
性
・
背
反
性
を
明
確
に
し
、
法
然
浄
土
教
の
独
自
性

を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
石
井
教
道
の
指

導
の
影
響
か
ら
書
誌
学
的
検
討
を
重
要
視
し
て
お
り
、
書
誌
学

的
な
眼
が
注
が
れ
て
永
観
の
教
学
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て
い
る

と
も
述
べ
て
い
る
。
大
谷
自
身
も
「
永
観
と
法
然
」
(
『仏
教
論
叢
」

一一

、
「
伝
統
宗
学
の
現
代
的
理
解
」
、

一
九
六
六
)

に
お
い
て
、

そ
の
研
究
の
目
的
を
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
長
年
の
永
観
研
究
を
も
と
に
ま
と
め
、

『浄
土

仏
教
の
思
想
』
七
(
講
談
社
、

一
九
九
三
)
に

『永
観
』
を
執

筆
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
第

一
章
に
お
い
て
「
永

観
の
生
涯
」
と
題
し
て
、
大
谷
が
原
稿
を
執
筆
し
た
時
点
で
の

採
訪

・
調
査
に
よ
っ
て
知
り
え
た
関
係
の
資
料
を
駆
使
し
て

永
観
の
生
涯
を
述
べ
て
い
る
。
第
二
章
に
は
「
別
当
永
観
、
歌

人
永
観
」
と
し
て
、
別
当
在
任
中
の
足
跡
と
永
観
の
詠
ん
だ
歌

か
ら
そ
の
人
柄
を
う
か
が
っ
て
い
る
。
第
三
章
に
お
い
て
は
「
永

観
の
業
績
」
と
し
て
、
永
観
の
著
作
の
解
説
、

お
よ
び
主
著
で

あ
る
『
往
生
講
式
」
『
往
生
拾
因
』
を
中
心
と
し
た
永
観
の
浄
土

思
想
の
特
色
を
挙
げ
述
べ
て
い
る
。
大
谷
の
論
稿
は
永
観
を
研

究
す
る
う
え
で
は
現
在
も
っ
と
も
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

巻
末

は
参
考
文
献
が

氷
観
伝
基
礎
資
料

永
観
浄
土
教
関

係
」
「
東
大
寺
関
係
」
「
禅
林
寺
関
係
」
「
八
幡
宮
関
係
」
「
和
歌
関
係
」

「
永
観
お
よ
び
主
著
関
係
論
文
」
に
整
理
さ
れ
、
ま
た
永
観
略
年

譜
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
大
谷
に
よ
る

一
連
の
永
観
研
究
の
論
文
は
、
先
述
し

た
よ
う
に
著
作
集

「法
然
浄
土
教
と
そ
の
周
縁
』
乾
(
山
喜
房

仏
書
林
、

二
O
O七
)
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

乙
れ
ら
永
観
に
関
す
る
諸
研
究
の
ほ
か
に
大
谷
は

『国
訳

一
切
経
」
所
収
の

「往
生
拾
因
」
(
和
漢
撰
述
部
・
諸
宗
部

五、

一
九
七
八
)
に
対
し
て
、
宝
治
版
を
用
い
て
再
校
訂

・
補
注

を
加
え
、
解
説
も
行
っ
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
た
大
谷
以
外
の
研
究
と
し
て
、
中
野

猛
「
説
話
の
受
容
に
つ
い
て
の

一
例
に
つ
い
て
|
永
観
往
生
拾

因
の
場
合
|
」
(
『
国
文
学
論
考
」
四、

一
九
六
七
)
、
伊
藤
真
徹
「
日
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本
に
お
け
る
聖
道
門
諸
師
の
浄
土
教
義
と
述
作
解
説
」
(
『浄
全
」

一
五
、
解
説
、

一
九
七

一
/
『
浄
土
宗
典
籍
研
究
一
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
七
五
)
が
あ
る
。

伊
藤
の
論
稿
は

『浄
全
」

一
五
に
収
録
さ
れ
て
い
る
著
作
の

解
説
で
あ
る
が
、
具
源

・源
信

・永
観
・
整
碍
の
思
想
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
か
ら
菩
提
心

・
十
念

・
臨
終
の
用
心

・
社
会

へ
の
対
応

・
諸
本
の
流
布
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
る
。

(
四
)

一
九
七
六
年
か
ら
一
九
九

O
年
ま
で
の
罪
九
状
況

従
来
、
永
観
の
著
作
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
は

『往
生

拾
因
』
『
往
生
講
式
」
で
あ
っ
た
が
こ
れ
は
ひ
と
え
に
永
観
の

著
作
が
そ
の
ほ
か
に
現
存
し
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
末
木
文
美
士
が
「
永
観

『阿
弥
陀
経
要
記
』
逸
文
に
つ
い
て
」
(
『印
仏
研
究
』
二
五
|

一
、
一
九
七
六
)
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
永
観
の
散
供
し
た

著
作
で
あ
る

『阿
弥
陀
経
要
記
」
を
、
良
忠
な
ど
諸
師
の
著
作

中
に
引
用
さ
れ
る

『阿
弥
陀
経
要
記
」
の
文
を
管
見
の
か
ぎ
り

収
集
し
て

『阿
弥
陀
経
』
の
経
文
の
順
に
し
た
が
っ
て
整
理
し

た
も
の
で
あ
り
、
十

一
の
典
籍
か
ら
二
十
四
箇
所
を
指
摘
し
て
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い
る
。

こ
の

「阿
弥
陀
経
要
記
」
に
注
目
し
た
論
稿
と
し
て
、
新
井
俊

夫
が
挙
げ
ら
れ
る
。
新
井
は
末
木
と
は
別
に
、
独
自
に
逸
文
を

整
理
し
た
よ
う
で
あ
り
、
「
永
観
律
師
の

「阿
弥
陀
経
要
記
」
に

っ

て

実
正
大
学
浄
土

美
学
院
研
"'" 7u 

紀

豆

九
七
五

を
発
表
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
逸
文
自
体
の
提
示
は
し
て
い
な

い
が
、
そ
れ
ら
の
逸
文
の
み
で
永
観
の
思
想
を
断
ず
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
を
断
り
つ
つ
も
、
あ
え
て
逸
文
か
ら
み
ら
れ
る

思
想
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
に
言
及
し
て
い
る
。

続
い
て

「仏
教
文
化
研
究
』
二
三
号

(
一
九
七
七
)
に
浄
土

宗
教
学
院
の
助
成
研
究
の
成
果
と
し
て
四
つ
の
共
同
研
究
と

つ
の
個
人
研
究
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
共
同
研
究
の
う

ち
、
明
山
安
雄
を
研
究
代
表
と
す
る
「
日
本
中
世
に
お
け
る
浄

土
教
家
の
善
導
教
学
の
受
容
と
新
念
仏
義
の
組
成
に
つ
い
て
の

研
究
ー
と
く
に
永
観
・
珍
海
・
証
空
を
中
心
と
し
て
|
」
に
お

い
て
、
明
山
が
「
南
都
浄
土
教
に
お
け
る
善
導
教
学
の
受
容
|

と
く
に
永
観

『往
生
拾
因
」
と
珍
海

『決
定
往
生
集
』
を
中
心



研究ノート

に
ー
」
を
ま
と
め
、

一二
枝
樹
隆
善
を
研
究
代
表
と
す
る
「
善
導

大
師
研
究
ー
と
く
に
浄
土
教
の
成
立
と
そ
の
展
開
に
関
す
る
基

礎
的
研
究
|
」
に
お
い
て
、
成
田
貞
寛
が
「
南
都
浄
土
教
に
お

け
る
善
導
教
学
の
受
容
永
観
の
場
合
|
」
を
発
表
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
に
福
原
隆
善
「
日
本
初
期
浄
土
教
者
の
宗
教
体
験

ー
源
信
と
永
観
l
」
(
藤
吉
慈
海
編

『浄
土
教
に
お
け
る
宗
教
体

験
』
百
華
苑
、

一
九
七
九
)
、
石
破
洋
「
永
観
の
迎
講
に
つ
い
て
」

(『印
仏
研
究
」
三

O
l
一
、
一
九
八

二
、
五
昧
文
彦
「
永
観
と

中
世

国
立
歴
史
民
族
博
物
館
研
'7'cr 
ブu

報
止と
仁ヨ

九
八

浅
井
国
道
「
永
観
考
|
源
信
・
法
然
と
の
対
比
|
」
(
「大
崎
学

報

一
四
五
、

一
九
八
八
)
、
乾
克
己

「往
生
講
式
研
究
序
説
」

(『和
洋
女
子
大
学
紀
要
』
文
系
編
二
八、

一
九
八
八
)
、
笹
田
教

彰
「
禅
林
寺
蔵
『
往
生
講
私
記
」」
(
「悌
教
文
化
研
究
所
年
報
』

五、

一
九
八
八
)
、
橘
信
雄
「
南
都
の
浄
土
思
想
」
(
『豊
山
教
学
大

会
紀
芝

一
七、

一
九
八
九
)
な
ど
の
論
稿
が
あ
る
。

福
原
は
永
観
の
伝
記
お
よ
び
著
作
か
ら
そ
の
宗
教
体
験
を
う

か
が
い
、
宗
教
体
験
を
ひ
と
つ
の
思
想
背
崇
と
し
て
と
ら
え
て

永
観
の
浄
土
教
教
学
へ
の
影
響
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、氷
観

の
研
究
に
お
い
て
後
代
に
影
響
を
与
え
て
い
る
著
作
と
し
て

『往

生
拾
因
』
は
注
目
さ
れ
て
い
る
が

「往
生
講
式
』
は
さ
ほ
ど
注

目
さ
れ
て
い
な
い
。
乾
は
そ
の
点
に
着
目
し
、

『往
生
講
式
』
が

中
世
以
降
の
文
芸
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

笹
田
は

『図
書
総
目
録
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
禅
林
寺
蔵

の

「往
生
講
私
記
」
に
つ
い
て
書
誌
的
な
紹
介
と
翻
刻
を
行
つ

て
い
る
。
ま
た
永
観
の
法
然
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
も
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
橘
は
高
野
山
の
浄
土
教
を
代
表

す
る
覚
鍛
も
南
都
に
遊
学
し
て
い
る
点
に
着
目
し
、
覚
鍛
の
浄

土
教
思
想
に
影
響
を
与
え
た
永
観
と
い
う
視
点
で
考
察
を
試
み

て
い
る
。

ま
た
静
永
賢
道
が

『南
都
浄
土
教
と
法
然
上
人
の
教
学
』
(百

華
苑
、

一
九
八
二
)
を
刊
行
し
て
い
る
。
静
永
は
法
然
の
浄
土

教
学
と
南
都
浄
土
教
の
関
係
交
渉
を
論
じ
る
な
か
で
永
観

・
珍

海
に
も
言
及
し
、
法
然
の
教
学
形
成
過
程
を
明
か
し
て
い
る
。

(五
)

一
九
九
一
年
以
降
の
罪
九
状
況

最
後
に

一
九
九

一
年
以
降
か
ら
近
年
に
お
け
る
永
観
に
関
す
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る
論
稿
を
み
て
い
き
た
い
。

『往
生
拾
因
』「
往
生
講
式
』
の
ほ
か
に
、
大
谷
の
研
究
に
よ
っ

て

「三
時
念
仏
観
門
式
」
が
永
観
の
著
作
で
あ
る
こ
と
が
実
証

さ
れ
た
が
、
こ
の

『三
時
念
仏
観
門
式
」
に
関
す
る
論
稿
と
し
て
、

一
九
九
四
年
に
ニ

1
ル
ス

・
グ
ユ
ル
ベ
ル
ク
「
永
観
と
宝
物
集

ー
『三
時
念
仏
観
門
式
」
を
中
心
と
し
て
l
」
(
『文
学
』
五
|
四
)

山
田
昭
全
「
永
観
作

『三
時
念
仏
観
門
式
』
を
め
ぐ
っ
て
1

報

止と

並
び

翻
刻

大
久
保
良
順
先
生
傘
寿
記

論
文
集

仏

教
文
化
の
展
開
」
山
喜
房
仏
書
林
)
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

グ
ュ
ル
ベ
ル
ク
は
、
表
白
文
や
式
文
の
出
典

・
影
響
な
ど
に

つ
い
て
調
査
・
発
表
し
、
山
田
は
大
谷
・
グ
ユ
ル
ベ
ル
ク
の
研

究
を
検
討
の
う
え

「三
時
念
仏
観
門
式
』
の
意
義
に
言
及
し
、

さ
ら
に
そ
の
全
文
の
翻
刻
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、

同
じ
年
に
長
嶋
正
久
が
「
永
観
、

そ
の
修

行
の
形
|
福
祉
に
生
き
た
人
」
(
『駿
台
フ
ォ
ー
ラ
ム
』

一二
、
一
九
九
四
)
を
発
表
し
て
い
る
。

一
九
九
六
年
に
は
大
阪
・
東
京
に
お
い
て
「
京
都
・
永
観
堂

禅
林
寺
の
名
宝
展
」
が
聞
か
れ
た
が
、

そ
の
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ

に
、
五
十
嵐
隆
明
「
永
観
律
師
の
念
仏
信
仰
と

〈み
か
え
り
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阿
弥
陀
〉
の
出
開
帳
」
、
西
口
順
子
「
禅
林
寺
の
歴
史
」
、
米
屋

優
「
み
か
え
り
阿
弥
陀
と
西
山
禅
林
寺
派
に
伝
わ
る
彫
刻
」
な

ど
が
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
禅
林
寺
に
関
す
る
論
稿

と
し
て
は
、
伊
藤
史
郎
「
禅
林
寺
阿
弥
陀
知
来
像
(
見
返
り

阿
弥
陀
)
考
|
続
・

三
尺
阿
弥
陀
像
へ
の
視
点
l
」
(
「仏
教
芸

術
』
二
四
四
、

一
九
九
九
)

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
宇
高
良

哲
ほ
か
編

よ
る

尽
都
永
観
堂
禅
林
寺
文
書

文
化
書
院

一
九
九
二
)
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
臼
井
元
成
「
『往
生
拾
因
」
と
永
観
の
念
仏
」
(
『親
鷺
教
学
」

六
八
、

一
九
九
六
)
、
浅
井
成
海
「
「往
生
拾
因
』
に
お
け
る
行
業

論
ー
念
仏
行
の
特
質
|
」
(
渡
遁
隆
生
教
授
還
暦
記
念

『仏
教
思

想
文
化
史
論
叢
」
永
田
文
昌
堂
、

一
九
九
七
)
な
ど
真
宗
の
研

究
者
か
ら
論
じ
ら
れ
た
研
究
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
と
く
に
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、

ロ
ノ1

卜

F
・
ロ
ー
ズ
「
永
観
の
念
仏
観
|
法
身
同
体
の
思
想
を
中
心
と

し
て
|
」
(
「大
谷
学
報
』
八

一
l
二
、
二
O
O
二
)
、
笹
田
教
彰

「
平
安
浄
土
教
の

一
考
察

i
発
菩
提
心
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
高
橋



研究ノ ー ト

弘
次
先
生
古
稀
記
念
論
集

「
浄
土
学
仏
教
学
論
叢
』

一
、
山
喜

房
悌
書
林
、

二
O
O四
)
、
朝
岡
知
宏
「
永
観
の
仏
身
観
|
三

論
教
学
よ
り
見
る

『往
生
拾
因
』
の
所
説
|
」
(
『仏
教
論
叢
」

五
O
、
二
O
O六
)
、
田
頭
世
光
「
平
安
諸
宗
の
念
仏
観
|
「往

生
要
集
」
、
『往
生
拾
因
」
を
手
が
か
り
と
し
て
|
」
(
広
島
大
学
『
倫

理
学
研
究
』

一
八、
二
O
O七
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ロ
ー
ズ
は
井
上
光
貞
・
大
谷
旭
雄
な
ど
が
注
目
し
た
永
観
と

密
教
と
の
関
係
に
着
目
し
、
永
観
の
念
仏
観
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
。
ま
た
と
の
ロ
パ

l
ト
の
研
究
を
受
け
て
、
朝
岡
は

論
教
学
と
い
う
観
点
か
ら

『往
生
拾
因
』
に
説
示
さ
れ
る
仏
身

理
解
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
て
い
る
。
ま
た
笹
田
は
源
信
浄
土

教
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
菩
提
心
の
解
釈
に
注
目
し
、
永
観

『往

生
講
式
」
を
用
い
て
考
察
を
試
み
て
い
る
。

(
六
)
永
観
研
究
の
展
望

永
観
の
研
究
に
お
い
て
問
題
と
な
る
点
は
現
存
著
作
が
少
な

い
こ
と
で
あ
る
が
、
末
木
の
研
究
の
よ
う
に
逸
文
を
収
集
し
た

も
の
や
、
大
谷
の
研
究
な
ど
に
よ
り
新
た
に
永
観
の
著
作
と
し

て
認
め
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
、
そ
の
思
想
を
う
か
が
え
る
も
の

が
増
え
て
い
る
。
乙
れ
ら
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
永
観
の
思
想

に
つ
い
て
新
た
な
材
料
が
提
供
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

ひ
と
り

の
研
究
者
に
よ
る
単
著
は
な
く
、
永
観
の
体
系
的
な
教
学
研
究

が
望
ま
れ
る
。

永
観
は
南
都
浄
土
教
の
代
表
的
人
物
と
し
て
、
そ
の
浄
土
思

想
を
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
大
勢
で
あ
り
、
源
信
か
ら
法
然
に
至

る
間
の
浄
土
教
者
と
し
て
重
要
な
位
置
に
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら

ロ
ー
ズ
は
法
身
同
体
の
思
想
に
対
し
て
「
空
思
想
や
如
来

蔵
思
想
、
さ
ら
に
は
密
教
思
想
な
ど
が
入
り
交
じ
り
、
極
め
て

複
雑
な
論
議
が
展
開
さ
れ
て
い
る
」
(
『大
谷
学
報
』
八

一
|
二
、七

頁
下
)

と
述
べ
、

ま
た
井
上
・
大
谷
な
ど
の
指
摘
を
受
け
て

永
観
の
念
仏
観
・
往
生
観
が
「
密
教
思
想
、
特
に
阿
字
観
と
の

明
則
-
』
+
品
、

f
l
l
 直
接
的
で
は
な
い
に
し
て
も
間
接
的
に
は

(
つ
ま
り

構
造
上
は
)
密
接
な
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
」
(
『大
谷
学
報
』

八
一
|
二
、
一
O
頁
下
)
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
朝
岡
は

「三
論
教
学
以
外
の
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
当
然
必
要
に
な

る
」
(
『仏
教
諭
叢
』
五
O
、
一一

九
頁
下
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
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朝
岡
ら
の
研
究
は
仏
身
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
永
観
が

三
論
宗
の
学
匠
で
あ
り
、
基
本
的
な
教
学
背
景
に
三
論
宗
の
教

義
が
あ
る
た
め
、
こ
の
指
摘
は
仏
身
論
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は

-p
l
h

、.O

J
l
t
'
L
V
 

今
後
、
永
観
の
体
系
的
な
教
学
研
究
が
な
さ
れ
る
際
に
は
、

こ
れ
ら
の
指
摘
に
留
意
し
た
う
え
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
珍
海

(一

O
九一

l
一
一
五
二
)

※
一
説
に
は
一

O
九
二
l
一
一
五

珍
海
は
南
都
に
お
い
て
永
観
に
続
く
浄
土
教
者
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
る
。
永
観
と
同
様
三
論
宗
の
学
僧
で
あ
り
、
現
存
す

る
著
作
に
つ
い
て
も
浄
土
教
関
係
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、

論
関
係
の
も
の
も
多
く
残
っ
て
い
る
。

近
年
、
奥
野
光
賢
が
「
禅
那
院
珍
海
の
研
究
(
序
説
)
」
(
『駒

津
短
期
大
学
仏
教
論
集
』

一二
、
二
O
O六
)
に
お
い
て
、
珍
海

に
関
す
る
主
た
る
研
究
を
列
挙
し
そ
の
傾
向
と
し
て
次
の
点
を

指
摘
し
て
い
る
。
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①
珍
海
の
研
究
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
浄
土
教
関
係
か
ら
の

研
究
で
あ
る
。

②
現
在
、
珍
海
の
研
究
に
つ
い
て
学
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
る

の
は
坂
上
雅
翁
で
あ
る
。

と
く
に
②
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
、
珍
海
の
研
究
に
関
し
て
永

観
研
究
同
様
に
単
著
が
無
く
、
坂
上
雅
翁
が
執
筆
し
た

『珍
海
』

(『浄
土
仏
教
の
思
想
』
七
、
講
談
社
、

一
九
九
三
)
が
珍
海
研

究
に
関
し
て
基
礎
的
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
以
上
の
点
も
含
め
、
珍
海
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
み
て
い

き
た
い
。

二
)
戦
前
・
腕
護
ぬ
よ
立

6
年
代
の
克
九

珍
海
に
関
す
る
戦
前
の
研
究
と
し
て
は
、
平
子
鐸
嶺

『仏
教

芸
術
の
研
司

「珍
海
己
講
」
(
金
港
堂
書
籍
、

一
九

一
四
)
、
高

西
賢
正

「平
安
末
期
に
お
け
る
南
都
系
浄
土
教
」
(
『大
谷
学
報
』

九
ー

一
、
一
九
二
八
)
、
小
野
玄
妙

「珍
海
己
講
の
芸
術
」
(『密
教
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研
究
』
五
O
、
一
九
三
三
)
、
恵
谷
隆
戒
「
珍
海
己
講
著
鎌
倉
古

写
本
安
養
知
足
相
対
抄
に
つ
い
て
」
(
『専
修
学
報
』
二
、
一
九
三
四
)

な
ど
が
み
ら
れ
る
。

戦
前
の
研
究
の
特
徴
と
し
て
は
、
画
僧
・
仏
画
師
と
し
て
の

珍
海
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
小
野
は
平
子
が
研
究
を
発
表
し
た

後
に
発
見
さ
れ
た
史
料
を
中
心
に
論
じ
、
平
子
の
研
究
に
資
し

て
い
る
。

戦
後
に
な
る
と
、
香
月
乗
光

「
法
然
教
学
の
成
立
と
南
都
浄

土
教
」
(
「印
仏
研
究
』コ
丁

二
、
一
九
五
五
)
、
石
田
充
之
「
南
都

浄
土
教
の
教
学
史
的
意
義
」
(
『南
都
仏
教
」
四、

一
九
五
七
)
な

ど
、
南
都
に
お
い
て
永
観
に
続
く
浄
土
教
者
と
し
て
、
そ
の
教
学

思
想
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た

一
九
六
0
年
代
に
な
る
と
、
林
碩
聞
「
南
都
に
お
け

る
善
導
念
仏
の
諸
相
|
永
観
・
珍
海
を
中
心
に
|
」
(
『東
海
高

等
学
校
・
東
海
中
学
校
研
究
紀
要
』

一
、
一
九
六

一
)
、
明
山
安

雄
「
永
観
・
珍
海
の
浄
土
教
研
究
序
説
」
(
『悌
教
大
学
研
究
紀

要
」
四
六
、

一
九
六
四
)
、
普
賢
晃
寿
「
珍
海
の
浄
土
教
的
立

場

大

罪
生

事
記

浄
土
教
思

研
κ六守

己主

永
田
文
Eヨ
堂

一
九
六
七
/

『
日
本
浄
土
教
思
想
史
研
究
』
第
四
章
第
三
節、

永
田
文
昌
堂
、

一
九
七
二
)
な
ど
の
研
究
が
発
表
さ
れ
る
。

( 

一一) 

一
九
七

O
年
以
降
の
研
究

七
O
年
以
降
に
な
る
と
珍
海
に
関
す
る
研
究
は
教
学
的
な
研

究
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
明
山
・
坂
上
が
多
く
の
研
究

成
果
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
山
・
坂
上
・
そ
の
ほ
か

の
研
究
者
と
項
を
分
け
て
整
理
し
て
い
き
た
い
。

a.
明
山
安
雄
の
研
究

明
山
に
は
先
に
挙
げ
た
「
永
観
・
珍
海
の
浄
土
教
研
究
序
説
」

(『悌
教
大
学
研
究
紀
豆
四
六
、

一
九
六
四
)
を
は
じ
め
と
し
て
、

珍
海
に
関
し
て
以
下
の
論
稿
が
み
ら
れ
る
。
「
南
都
浄
土
教
と
善

導
教
学
」
(
恵
谷
隆
戒
先
生
古
稀
記
念

『浄
土
教
の
思
想
と
文

化
』
悌
教
大
学
、

一
九
七
二
)
、
「
珍
海
撰
〈
安
養
知
足
相
対
抄
〉

に
つ
い
て
」
(
藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念

「史
学
仏
教
学
論
集
』

一
九
七
三
)。

ま
た
永
観
の
節
で
も
触
れ
た
が
、

『仏
教
文
化
研
究
』
二
三
号
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(
一
九
七
七
)
に
浄
土
宗
教
学
院
の
助
成
研
究
の
成
果
と
し
て
掲

載
さ
れ
た
共
同
研
究
の
う
ち
、
明
山
安
雄
を
研
究
代
表
と
す
る

「
日
本
中
世
に
お
け
る
浄
土
教
家
の
善
導
教
学
の
受
容
と
新
念
仏

義
の
組
成
に
つ
い
て
の
研
究
ー
と
く
に
永
観
・
珍
海
・
証
空
を

中
心
と
し
て
|
」
に
お
い
て
、
自
ら
「
南
都
浄
土
教
に
お
け
る

善
導
教
学
の
受
容
ー
と
く
に
永
観

『往
生
拾
因
」
と
珍
海
「
決

定
往
生
集
』
を
中
心
に
|
」
を
発
表
し
て
い
る
。

明
山
は
「
永
観
・
珍
海
の
浄
土
教
研
究
序
説
」
に
お
い
て
、

珍
海
の
伝
歴
と
浄
土
教
思
想
に
つ
い
て
基
礎
的
な
整
理
を
行
つ

て

る

ま
た

珍
海
撰

5 
足
相

z 
つ

て

は

珍
海
の
晩
年
の
著
作
で
あ
る

『安
養
知
足
相
対
抄
』
に
お
い
て

珍
海
が
西
方
弥
陀
浄
土
と
兜
率
弥
勅
浄
土
を
比
較
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
理
由
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

b
.
坂
上
雅
翁
の
研
究

坂
上
の
八

0
年
代
ま
で
の
珍
海
に
関
す
る
論
稿
を
列
挙
す
る

と
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
「
珍
海
己
講
の
本
願
論
」
(
『
大
正
大

学
浄
土
学
大
学
院
研
究
紀
要
」

一
、
一
九
七
五
)
、
「
珍
海
の
往
生

思
想
」
(
「浄
土
宗
学
研
究
』

一
O
、
一
九
七
八
)
、
「
珍
海
の

「菩

124 

提
心
集
』
に
つ
い
て
ー
そ
の
往
生
観
の
背
景
|
」
(
『仏
教
諭

叢
』
一
二

、
一
九
七
七
)
、
「
珍
海
に
お
け
る
決
定
往
生
心
に
つ
い

て
」
(
「印
仏
研
究
』
二
七

|
一
、
一
九
七
八
)
、
「
珍
海
の
浄
土
観
」

(『印
仏
研
究
」
二
六

|
二
、
一
九
七
八
)
、
「
珍
海
伝
に
つ
い
て
」

(『仏
教
論
叢
』
二
五、

一
九
八

一
)
、
「
南
都
仏
教
に
お
け
る

「占

察
経
」
の
受
容
と
展
開
」
(
『大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
年
報
」

九
八
四

珍
海
撰

国
明
大
疏
四

語
違
抄

っ

て

(『印
仏
研
究
』
三
三
|
二
、
一
九
八
五
)
、
「
語
黙
念
仏
に
つ
い
て
」

(『印
仏
研
究
』
三
五

二
、
一
九
八
七
)
。

坂
上
は
「
珍
海
の
往
生
思
想
」
に
お
い
て
、
珍
海
の
著
作
を

初
期
一

『
菩
提
心
集
」、
中
期
一

『決
定
往
生
集
』、
後
期
一

『安
養

知
足
相
対
抄
」
と
時
期
を
分
け
、
そ
の
思
想
変
遷
と
そ
れ
ぞ
れ

の
著
作
の
特
徴
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
「
珍
海
の
『
菩
提
心
集
』

に
つ
い
て
ー
そ
の
往
生
観
の
背
景
|
」
「
珍
海
撰

『因
明
大
疏
四

種
相
違
抄
』
に
つ
い
て
」
「
語
黙
念
仏
に
つ
い
て
」
な
ど
は
、
珍

海
の
思
想
北
皇
尽
に
関
し
て
論
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

九
0
年
代
に
な
る
と
坂
上
は

『決
定
往
生
集
」
の
書
誌
的
研
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究
を
進
め
る
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
坂
上
は
「
「
決
定
往
生
集
」
諸
本
孜
」
(
『
淑
徳
短
期
大
学

研
究
紀
豆

二
九、

一
九
九

O
)
に
お
い
て
『
決
定
往
生
集
』
の

諸
本
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で

「決
定
往
生
集
」

に
は
、
珍
海
在
世
中
の
も
の
で
あ
る
「
宝
寿
院
本
」
、
平
安
末
期

伝
法
然
写
の

課
寺
本

藤
堂
恭
俊
所
蔵

残
闘
本
の

藤

堂
文
庫
本
」

の
三
本
の
写
本
が
現
存
す
る
と
し
、
「
宝
寿
院
本
」

は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
た
め
実
際
の
調
査
は
不
可

能
で
あ
っ
た
た
め
、
紹
介
に
留
め
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
い

ず
れ
も
貴
重
で
あ
る
も
の
の
、
と
く
に
平
安
末
期
の
写
本
で
あ

る
禅
林
寺
本
の
史
料
的
価
値
を
指
摘
し
て
い
る
。
続
い
て
「
藤

堂
文
庫
所
蔵
『
決
定
往
生
集
』
残
閥
本
に
つ
い
て
」
(
『
淑
徳
短

期
大
学
研
究
紀
豆
三
O
、
一
九
九
こ
に
お
い
て
、
「
藤
堂
文
庫
本
」

を
影
印
・
翻
刻
し
、
書
誌
学
的
検
討
を
加
え
て
い
る
。

続
い
て
、
『
淑
徳
短
期
大
学
研
究
紀
要
』

三
二

|
三
四
号

(
一
九
九
一一
丁

一
九
九
五
)
に
か
け
て
、
「
禅
林
寺
本
「決
定
往
生
集
』

の
研
究
」
(
一
)

一二
)
を
発
表
し
て
い
る
。

内
容
は
ま
ず
書
誌
に
つ
い
て
紹
介
し
、
影
印
・
翻
刻
し
た
う

え
で
国
訳
(
書
き
下
し
)
を
行
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
引
用
文
献

の
出
典
に
つ
い
て
も
明
示
し
て
い
る
。

ま
た
坂
上
は

一
九
九
三
年
に

『浄
土
仏
教
の
思
想
』
第
七
巻

の
『
珍
海
」
を
担
当
し
て
執
筆
し
て
お
り
、
以
上
の
研
究
成
果

が
ま
と
め
ら
れ
、
珍
海
研
究
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

掲
載
さ
れ
て
い
る
内
容
は
「
「決
定
往
生
集
」
諸
本
孜
」
ま
で
の

原
稿
と
な
っ
て
お
り
、
「
禅
林
寺
本
」
「
藤
堂
文
庫
本
」
の
影
印
・

翻
刻
等
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

内
容
は
、
第

一
章
「
珍
海
の
生
涯
」
と
し
て
伝
記
に
触
れ
、

珍
海
の
父
母

・
兄
弟
、
生
没
年
な
ど
に
言
及
し
て
い
る
。
第

章
「
南
都
浄
土
教
と
珍
海
」
で
は
、
珍
海
に
至
る
ま
で
の
南
都

浄
土
教
を
概
説
し
た
後
、
珍
海
の
浄
土
思
想
を
解
説
し
、
法
然

へ
の
思
想
的
影
響
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
補
記
と
し
て
『
決

定
往
生
集
』
の
諸
本
の
整
理
を
行
い
、
最
後
に
珍
海
の
略
年
譜

が
付
さ
れ
て
い
る
。

近
年
に
は
「
光
明
山
寺
を
中
心
と
し
た
南
都
浄
土
教
の
展
開
」

(『関
西
国
際
大
学
研
究
紀
要
」九、
二
O
O八
)
を
発
表
し
て
お
り
、

三
論
系
の
念
仏
別
所
と
し
て
の
光
明
山
寺
を
中
心
と
し
た
南
都
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浄
土
教
の
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

c
.
そ
の
ほ
か
の
研
究
者
に
よ
る
研
究

ま
ず
永
観
の
節
に
も
挙
げ
た
伊
藤
真
徹
「
日
本
に
お
け
る
聖

道
門
諸
師
の
浄
土
教
義
と
述
作
解
説
」
(
「浄
全
」

一
五
、
解

説

一
九
七

一
/
『
浄
土
宗
典
籍
研
究
』
山
喜
房
仏
書
林、

一
九
七
五
)
が
あ
り
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は

「浄

全
」

一
五
に
収
録
さ
れ
て
い
る
各
諸
師
の
著
作
の
解
説
で
あ
る

が
、
良
源
・
源
信
・
永
観
・
珍
海
の
思
想
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
著
作
か
ら
菩
提
心
・
十
念
・
臨
終
の
用
心
・
社
会
へ
の
対
応

諸
本
の
流
布
に
つ
い
て
項
目
別
に
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。

続
い
て
若
林
隆
書
に
よ
っ
て
「
珍
海
の
伝
歴
に
関
す
る

一
考

察
ー

『台
記
』
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
『大
正
大
学
浄
土
学
大
学
院

研
究
紀
要
」
八、

一
九
八
二
)
、
同
「
珍
海
の
「
辺
地
胎
生
」
と

「
悌
慢
国
往
生
」
に
対
す
る
捉
え
方
に
つ
い
て
」
(
『大
正
大
学
浄

土
学
大
学
院
研
究
紀
要
」
九、

一
九
八
四
)
が
発
表
さ
れ
て
い
る

が
、
「
珍
海
の
伝
歴
に
関
す
る

一
考
察
|
「台
記
』
を
め
ぐ
っ
て
|
」

に
お
い
て
は
そ
れ
ま
で
に
検
討
さ
れ
た
珍
海
の
伝
歴
を
踏
ま
え

た
う
え
で

『台
記
』
の
記
述
を
加
え
て
考
察
し
て
い
る
。
ま
た

大
谷
旭
雄
「
南
都
に
お
け
る

『往
生
要
集
』
の
受
容
と
展
開
|

126 

珍
海

『安
養
知
足
相
対
抄
」
を
中
心
に
」
(
往
生
要
集
研
究
会

編

『往
生
要
集
研
究
」
永
田
文
昌
堂
、

一
九
八
七
/
『
法
然
浄

土
教
と
そ
の
周
縁
」
乾
、
山
喜
房
仏
書
林
、

二
O
O七
)
、
那
須

一
雄
「
珍
海
の
念
仏
思
想
」
(
『印
仏
研
究
』
三
六
|
二
、
一
九
八
八

が
あ
り
、
大
谷
は

『安
養
知
足
相
対
抄
』
を
中
心
と
し
て

「往

生
要
集
』
中
の
思
想
が
ど
の
よ
う
に
受
容

・
展
開
さ
れ
て
い
る

か
を
検
討
し
、
珍
海
の
学
的
位
置
・
周
辺
の
信
仰
傾
向
、
さ
ら

に
は

「安
養
知
足
相
対
抄
」
の
撰
述
背
景
も
探
っ
て
い
る
。

一
九
九
0
年
代
以
降
の
研
究
に
は
、
奥
野
光
賢
「
三
論
宗
に
お

け
る
声
聞
成
仏
に
つ
い
て
|
珍
海
の
見
た
る
吉
蔵
の
声
聞
成
仏

観
ー
」
(
『印
仏
研
究
』
三
八
|
二
、
一
九
九
O
)、
橘
信
雄
「
南
都

の
浄
土
思
想
E
」
(
「豊
山
教
学
大
会
紀
要
」

一
九、

一
九
九

二
、

五
十
嵐
隆
幸

「
珍
海
に
お
け
る
仏
性
思
想
の

一
考
察
|
特
に

『三
論
玄
疏
文
義
要
』
と

『決
定
往
生
集
』
を
中
心
に
|
」
(
「仏

教
学
研
究
』
五
四
、

一
九
九
八
)
が
あ
り
、
ま
た
坪
井
俊
映
が

浄
土
宗
総
合
研
究
所
編

「浄
土
教
文
化
論
」
(山
喜
房
悌
書
林、

一
九
九

一
)
に
「
南
都
浄
土
教

・
高
野
山
浄
土
教
の
念
仏
思
想
」



研究ノー ト

を
執
筆
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
の
な
か
、
奥
野
と
五
十
嵐
の
論
稿
は
珍
海
の

論
宗
と
し
て
の
立
場
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
五
十

嵐
は
砂
ぷ
海
の
著
作
の

一
つ
で
あ
る

『三
論
玄
疏
文
義
而
亙
を

「決

定
往
生
集
』
と
対
照
し
て
そ
の
思
想
を
う
か
が

っ
た
も
の
で
あ

る
さ
ら
に
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
梯
信
暁
「
珍
海

『決
定
住

生
集
』
の
一
考
察
」
(
浅
井
成
海
編

『日
本
浄
土
教
の
形
成
と
展

開
』
法
蔵
館
、

二
O
O四
)
、
舎
奈
田
智
宏
「
珍
海
の

『菩
提
心

集
』
に
つ
い
て
」
(
『智
山
学
報
」
五
三
/
『
豊
山
教
学
大
会
紀

要
』
三
二
、二
O
O四
)
、
奥
野
光
賢

「
珍
海
の
「
決
定
業
転
」

「峨

悔
滅
罪
」
思
想
」
(
望
月
海
淑
編

『法
華
経
と
大
乗
経
典
の
研
究
」

山
喜
房
例
書
林
、
二
O
O六
)、同

「禅
那
院
珍
海
の
研
究
(
序
説
ご

(「駒
津
短
期
大
学
仏
教
論
集
」

ク
ス
「
珍
海
著

『菩
提
心
集
」
に
お
け
る
女
性
救
済
の
問
題
」
(
「印

一
二
、
二
O
O六
)
、
ロ

l
リ
・
ミ
l

仏
研
究
』
五
六
|

て
二

O
O七
)
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

梯

・
奥
野
に
お
い
て
は
論
稿
中
に
主
要
な
研
究
者
の
研
究
を

挙
げ
て
い
る
。

梯
の
論
稿
は
珍
海
を
院
政
期
の
南
都
を
代
表
す
る
浄
土
教
研

究
者
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
著
述
と
思
想
に
つ
い
て
考
察
し

舎
奈
田
は
珍
海

『菩
提
心
集
』
に
み
ら
れ
る
往
生
思
想
と
覚
鍍

の
成
仏
・
往
生
思
想
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
て
い
る
。

ま
た
奥
野
は
「
禅
那
院
珍
海
の
研
究
(
序
説
こ
に
お
い
て
先

学
の
研
究
成
果
を
整
理
し
て
、
従
来
の
研
究
は
浄
土
教
か
ら
の

研
究
が
多
く
、
珍
海
の
学
的
背
景
で
あ
る
三
論
学
を
基
点
と
し

た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の

う
え
で
珍
海
の
三
論
系
の
著
作
を
用
い
て
検
討
し
、
と
く
に
吉

蔵
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ミ
l
ク
ス
の
論
稿
は

『菩
提
心
集
』
が

一
般
民
衆
に
向
け
て

書
か
れ
た
も
の
と
い
う
舎
奈
田
の
指
摘
を
受
け
、
当
時
の
在
家

信
者
の
関
心
・
考
え
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て

く
に
女
性
救
済
の
問
題
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

(三
)
珍
海
研
究
の
展
望

珍
海
は
、水
観
に
比
べ
現
存
す
る
著
作
が
多
く
、
多
数
の
研
究

が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
果
と
し
て
は
永
観
と
同
様
に と
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ひ
と
り
の
研
究
者
に
よ
る
体
系
的
な
研
究
は
坂
上
の
論
稿
を
除

い
て
な
さ
れ
て
い
な
い
。

浄
土
系
の
研
究
者
か
ら
は
法
然
に
近
時
す
る
南
都
の
浄
土
教

者
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
珍
海
に
は
浄
土
系
の
著
作
以
外
に

も
多
く
現
存
し
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
他
の
分
野
の
研
究
者
に

よ
る
研
究
も
多
い
。

そ
の
教
学
背
景
で
あ
る
三
論
宗
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
奥
野

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
い
っ
た
意
昧
で
は
幸
い

に
も
浄
土
系
以
外
の
著
作
が
多
く
残
っ
て
い
る
た
め
、
永
観
よ

り
も
多
角
的
な
研
究
が
可
能
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
恵
谷
の

指
摘
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
善
導

「観
経
疏
』
が
重
要
視
さ
れ
た

南
都
浄
土
教
に
お
い
て
、
法
然
の
近
時
に
位
置
す
る
珍
海
は

善
導
の
影
響
の
指
摘
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
背
景
に
あ
る
教
学
を

踏
ま
え
て
、
新
た
に
珍
海
の
浄
土
教
思
想
を
考
察
し
て
ゆ
く
こ

と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
文
責

沼
倉
雄
人
）

II 

叡
山
浄
土
教
に
関
す
る
研
究

128 

叡
山
浄
土
教
に
関
す
る
研
究
の
中
、
特
記
す
べ
き
研
究
と
し

て
、
佐
藤
哲
英

『叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
（
百
華
苑
、

一
九
七
九

年
）
が
あ
る
。
本
書
は
、
叡
山
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
の
研
究

と
い
う
テ
l
マ
の
も
と
、
叡
山
で
活
躍
し
た
多
く
の
人
師
の
思

想
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
特
に
こ
れ
ま
で
に
ほ
と
ん

ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
資
料
を
十
二
部
に
わ
た
っ
て
翻
刻
、

諸
本
対
校
、
国
訳
の
う
え
紹
介
し
た
こ
と
は
、
従
来
の
叡
山
浄

土
教
の
研
究
が
大
き
く
前
身
す
る
契
機
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

本
書
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
人
師
、
著
作
を
お
お
ま
か
に
整

理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

〈
人
師
〉最

澄
、
円
仁
、
増
命
、
遍
照
、
空
也
、
良
源
、
千
観
、
禅
議
、

慶
保
胤
、
源
信
、
覚
運
、
静
照
、
覚
超
、
恵
快
、
真
源
、
良
忍
、

慈
円
、
興
円
、
真
盛
、
妙
立
、
霊
空



研究ノート

文

霊室慰
集

真
女日 安

規語
草寺
集土

厳

警務
略

霊室
往

往生
生縁

霊耗
話芸

抄
、
念
仏
五
悔
講
式
、
西
方
機
悔
法
、
十
六
相
讃
、
往
生
要
集
、

阿極

I• 
主要
件往
平生

干葉
念 1,J:
仏恩
五性

草案
弐十
高願

男養
護員

（
順
不
同
）

こ
の
よ
う
な
人
師
と
著
作
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
中
、
他
の

学
者
に
よ
っ
て
さ
ら
に
注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
円
仁
、

良
源
、
千
観
、
禅
瑞
、
源
信
、

『安
養
集
』
『
安
養
抄
」
『
浄
土
厳

飾
抄
』
な
ど
の
人
師
や
重
要
典
籍
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

研
究
対
象
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。

・
円
仁中

国
か
ら
念
仏
三
昧
の
行
法
を
請
来
し
、
当
時
主
流
だ
っ
た

法
華
三
昧
と
並
び
う
る
ほ
ど
に
ま
で
世
に
広
め
、
叡
山
の
仏

教
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
と
い
う
点
。

－
良
源
、
千
観
、
禅
瑞

良
源
に
は

「九
品
往
生
義
』
、
千
観
に
は

『十
願
発
心
記
」
、

禅
瑞
に
は

『阿
弥
陀
新
十
疑
』
と
い
う
浄
土
往
生
に
つ
い
て

説
く
著
作
が
現
存
し
、
こ
れ
ら
の
文
献
が
叡
山
浄
土
教
と
し

て
最
初
期
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
。

・
源
信『往

生
要
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
著
作
を
記
し
て
浄

土
往
生
思
想
を
体
系
化
し
、
日
本
仏
教
に
お
け
る
浄
土
教
思

想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
点
。

・
『安
養
集
』
『
安
養
抄
」
「
浄
土
厳
飾
抄
」

浄
土
教
に
関
す
る
要
文
を
数
多
く
お
さ
め
て
お
り
、
法
然
直

前
に
お
け
る
叡
山
浄
土
教
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
知
る
こ

と
の
で
き
る
数
少
な
い
資
料
で
あ
る
点
。

非
常
に
簡
単
な
整
理
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
点
が
注
目
さ

れ
、
他
の
人
師
に
比
べ
て
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本

稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
先
学
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

研
究
の
中
、
初
期
叡
山
浄
土
教
の
人
師
に
絞
り
、
研
究
の
整
理

を
お
乙
な
う
こ
と
と
す
る
。
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一
、
円
仁
（
七
九
五

l
八
六
四
）

円
仁
に
関
す
る
研
究
は
石
田
充
之

『日
本
浄
土
教
の
研
究
』
（百

華
苑
、

一
九
五
二
年
）
、
井
上
光
貞

『日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研

究
」
（山
川
出
版
社
、

一
九
五
六
年
）
、
小
野
勝
年

「入
唐
求
法

巡
礼
行
記
の
研
究
」
（
法
蔵
館
、

一
九
六
九
年
）
、
前
掲
佐
藤
著
、

（
法
蔵
館
、
一
九
六
七
年）、

薗
田
香
融
共
著

『日
本
仏
教
央
』
I

菊
池
勇
次
郎
共
著

「日
本
仏
教
史
』
I
（
法
蔵
館
、

一
九
六
七
年
）
、

奈
良
弘
元

『初
期
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
（
講
談
社
、

。。

年
）
等
の
研
究
が
あ
る
。
特
に
小
野
勝
年
の

「入
唐
求
法
巡
礼

行
記
の
研
究
』
全
四
巻
は
円
仁
の
入
唐
の
記
録
と
さ
れ
る

「入

唐
求
法
巡
礼
行
記
』
の
書
き
下
し
が
諸
本
対
照
の
う
え
掲
載
さ

れ
、
さ
ら
に
円
仁
が
請
来
し
た
文
献
の
目
録
で
あ
る
「
入
唐
新

求
聖
教
目
録
」
も
諸
本
対
照
の
上
掲
載
す
る
な
ど
、
貴
重
な
資

料
を
提
示
し
て
お
り
、
特
記
す
べ
き
研
究
で
あ
る
。

以
下
、
円
仁
の
研
究
に
つ
い
て
事
跡
と
業
績
の
二
点
の
視
点

か
ら
整
理
を
行
い
た
い
。

（
ご

『入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
と
円
仁
の
事
跡

円
仁
の
事
跡
を
見
る
上
で
特
に
注
目
さ
れ
る
資
料
が
、

『入
唐

求
法
巡
礼
行
記
』
で
あ
る
。
こ
の
文
献
が
円
仁
の
事
跡
を
見
る

う
え
で
は
第

一
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
、

円
仁
の
寂
後
最
も
早
く
成
立
し
た
と
さ
れ
る

『三
代
実
録
』
の

巻
八
、
貞
観
六
年
正
月
十
四
日
の
条
に
収
録
さ
れ
る
部
分
と
、

『続

群
書
類
緊
」
第
八
所
収
の

「慈
覚
大
師
伝
』
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
円
仁
の
事
跡
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
他
に
は
佐
藤
が
門
弟
安
然
（
八
四

一
｜
）
の

『金

剛
界
大
法
対
受
記
』
と

「即
身
成
仏
義
私
記
』
の
記
載
に
よ
っ
て、

円
仁
が
五
台
山
に
お
け
る
法
照
の
念
仏
行
を
学
ん
で
叡
山
に
伝

え
た
と
い
う
業
績
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た

「前
唐
院
第

一
御
厨
子

宝
物
目
録
』
に
「
象
牙
笛

一
笛
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

と
り
あ
げ
、
法
照
が
伝
え
た
念
仏
を
笛
の
音
色
を
用
い
て
伝
え

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
な
ど
、
諸
文
献
の
片
岡
に
残
さ
れ
た

記
載
に
よ
っ
て
も
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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（
二
）
円
仁
の
業
績

次
に
円
仁
の
業
績
に
関
し
て
整
理
を
お
こ
な
い
た
い
。
円
仁

の
業
績
に
つ
い
て
、
ま
ず
石
田
は

『入
唐
新
求
聖
教
目
録
」
に

『安
楽
集
』
や
善
導
の
『
法
事
讃
』、
懐
感
の

「阿
弥
陀
経
疏
』、

法昭一

『五
曾
法
事
讃
』
等
の
浄
土
教
文
献
が
含
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
円
仁
が
中
国
か
ら
の
文
献
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
、
叡
山

に
お
け
る
浄
土
教
興
隆
の

一
要
因
に
な
っ
た
と
指
摘
し
、
井
上

も
こ
の
こ
と
が
「
天
台
的
浄
土
教
興
隆
の
直
接
の
起
源
」
で
あ

る
と
し
、
薗
田
、
菊
池
も
同
様
に
法
照
の
念
仏
を
伝
え
た
こ
と

が
叡
山
浄
土
教
の
発
達
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
ま
た
、
佐
藤
は
、
後
の
叡
山
の
状
況
に
つ
い
て
、

『一慈

覚
大
師
伝
」
貞
観
七
年

・
延
喜

二
ハ
年
の
記
載
を
も
と
に
言
及

し
、
円
仁
の
念
仏
行
が
伝
え
ら
れ
て
以
後
、
叡
山
に
て
不
断
念

仏
の
行
が
修
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
な
ど
、
円
仁
が
法

照
の
念
仏
を
伝
え
た
点
と
、
円
仁
以
降
に
念
仏
行
が
叡
山
で
活

発
に
な
っ
た
点
が
円
仁
の
業
績
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
奈
良
弘
元
は
こ
れ
ら
の
説
に
反
論
し
、
円
仁
が
法
照

の
五
会
念
仏
と
結
び
つ
け
て
念
仏
を
広
め
た
と
い
う
説
に
対
し

て
、
①
円
仁
の
伝
記
に
そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
か
否
か
、

②

『入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
点

の
検
討
か
ら
、
そ
の
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
と
し
て
批
判
し
て

い
る
。
ま
た
奈
良
は
こ
の
他
に
も
常
行
三
昧
の
行
が
円
仁
の
入

唐
以
後
に
修
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
従
来
の
説
に
対
し
て

円
仁
以
前
の
最
澄
の
在
世
時
か
ら
す
で
に
修
せ
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
①
『
山
家
学
生
式
」
に
常
行
一二
昧
を
説
く

『摩
調
止
観
」

を
中
心
と
し
た
止
観
を
修
学
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
点
、

し ②

七覇
円君事
仁置
の
昔量 に

議賞

与量
いを
て 壬H

qマ
士点阜、

跡等
E三＂＇デ】ミ

場長
γ 論

訴と
等、へ
が V
f云もも

わ
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
思
想
ま
で
掘
り
下
げ
て
研
究

す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

二
、
良
源
（
九
一
二

l
九
八
五
）

前
掲良
井源
上お
光よ
貞び
著ャ

平耳
林在
隆生
雪謹
良戸
翠踊
（し
企て
善豆目lj

掲
一 石
九回
七充
六之
年著
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吉
川
弘
文
館
）
、
恵
谷
隆
戒

『浄
土
教
の
新
研
申
己

（
一
九
七
九
年
、

山
喜
房
仏
書
林
）
、
前
掲
佐
藤
哲
英
著
、
石
田
瑞
麿
共
著

『新
羅

の
浄
土
教

源
信

良
忍
』
（
浄
土
仏
教
の
思
想

空
也

良
源

第
六
巻
、
講
談
社
、

一
九
九
二
年
）
、
奈
良
弘
元
「
『九
品
往
生
義
」

と

『十
願
発
心
記
』
ー
そ
の
成
立
の
前
後
関
係
を
め
ぐ
っ
て
｜
」

（『精
神
科
学
』
第
二
O
号、

一
九
七
八
年
、
前
掲
奈
良
著
所
収
）

梯
信
暁
「
良
源

「九
品
往
生
義
」
の
一
考
察
」
（
中
西
智
海
先
生

還
暦
記
念
論
文
集

『親
驚
の
仏
教
』
永
田
文
昌
堂
、

一
九
九
四
年
）
、

岡
「
良
源

「九
品
往
生
義
」
の
念
仏
思
想
」
（
『印
仏
』
四
九
｜

一
、
二
0
0
0年
、
上
記
の
梯
論
文
は

「奈
良

・
平
安
期
浄
土
教

展
開
論
』、
法
蔵
館
、

二
O
O八
年
、
に
収
録
さ
れ
て
い
る
）

等

研
究
が
あ
る
。
以
下
、
事
跡
、

『九
品
往
生
義
」
の
書
誌
、
思
想

内
容
に
分
け
て
整
理
を
行
い
た
い
。

（
一
）
事
跡

事
跡
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り

『慈
恵
大
僧
正
伝
』
（
一
O
一

年
成
立
て

「慈
恵
大
師
伝
」
（
一
四
六
九
年
成
立
）
を
中
心
と
す

る
伝
記
お
よ
び

『応
和
宗
論
記
並
恩
覚
奏
状
』
所
収
「
応
和
宗

論
日
記
」
に
記
さ
れ
る
応
和
宗
論
を
中
心
と
し
て
論
じ
ら
れ
て

132 

い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
佐
藤
は
瞳
山
寺
蔵

『慈
恵
大
僧
正
御

遺
告
」
を
紹
介
し
、
四
十
九
日
間
に
修
す
べ
き
法
要
が
記
さ
れ

て
い
る
こ
の
史
料
に
、
常
行
堂
で
三
時
の
念
仏
を
修
す
べ
し
と

記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
華
・
常
行
両
三
昧
が
主
流
だ
っ
た

当
時
に
叡
山
に
て
念
仏
行
を
修
し
て
い
た
事
跡
を
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
史
料
が
良
源
当
時
に
働
法
と
い
う
儀
礼
化
さ
れ
た

儀
礼
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
叡
山

で
の
儀
礼
の
状
況
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
発
見
で
あ
る
と
し
て

、‘！
、，。

｝
V
－
a
’A句

（二
）
『九
ロ
程
生
義
』
の
著
者
と
成
立
背
景

次
に

『九
品
往
生
義
』
の
書
誌
に
つ
い
て
整
理
を
お
こ
な
い

た
い
。
良
源
は

『九
品
往
生
義
」
を
著
し
た
こ
と
に
起
因
し
て

先
学
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の

『九
品

往
生
義
」
が
良
源
の
著
作
で
は
な
い
と
い
う
説
が
あ
る
。
平
林

盛
得
は
弟
子
で
あ
る
源
信
が
本
書
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
点
等
か
ら
良
源
の
弟
子
が
編
纂
し
た
も
の
で
は
な
い
か
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と
し
、
恵
谷
隆
戒
は
同
時
期
に
活
躍
し
た
後
輩
に
あ
た
る
静
照

(ー

一
O
O三
)
の

『四
十
八
願
釈
』
に
説
か
れ
る
願
名
が

「九

品
往
生
義
」
に
説
か
れ
る
も
の
と
全
く
異
な
る
こ
と
か
ら
良
源

の
親
撰
で
は
な
い
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
な
ど
、
良
源
撰
述

説
に
つ
い
て
は
諸
説
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
奈
良
弘
元

は
千
観
(
九

一
八
|
九
八
三
)
の

『十
願
発
心
記
』
が

「九
品

往
生
義
」
か
ら
孫
引
き
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
少
な
く

と
も

「十
願
発
心
記
』
よ
り
以
前
に
成
立
し
た
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
な
ど
、
先
学
に
よ

っ
て
は
史
料
的
価
値
は
高
い
も
の
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
梯
信
暁
は

『九
品
往
生
義
」
を
良
源
の
も
の
と
し
た

上
で
、
そ
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
、

当
時
の
藤
原
摂
関
家
と
の

関
り
の
う
え
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
、

藤
原
忠
平
が
臨
終
時
に
そ
の
看
取
り
を
良
源
に
託
し
た
と
い
う

説
と
、
そ
の
息
子
で
あ
る
藤
原
師
輔
が
良
源
最
大
の
外
護
者
と

な
り
、
師
輔
の
次
男
は
良
源
の
も
と
で
出
家
し
、

三
男
の
兼
家

が
叡
山
横
川
の
恵
心
院
を
建
立
し
た
こ
と
等
を
ふ
ま
え
て
、

『九

品
往
生
義
」
は
師
輔
の
要
請
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
(
梯
は
、
堀
大
慈
「
良
源
と
横
川
復
興
(
上
)

ー
と
く
に
円
仁
門
徒
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
京
都
女
子
大

学
『
人
文
論
叢
書」

一
O
、
一
九
六
四
年
)
、
同
「
良
源
と
横
川

復
興
(
下

ー
と
く
に
比
叡
山
中
興
と
関
連
し
て
|
」
(
京
都

女
子
大
学

「人
文
論
叢
書
』

一二
、
一
九
六
六
年
)
、
同
「
尋
禅

と
妙
香
院
l
日
本
仏
教
貴
族
化
の

一
面
|
」
上
、
下
(
『日
本

仏
教
』
二
二
、
二
四、

一
九
六
六
年
)
、
同
「
横
川
仏
教
の
研
究
」

(『史
窓
』
三
四、

一
九
七
六
年
)
、
前
掲
平
林
盛
得
著
、
前
掲
石
田

瑞
麿
著
、
の
閉
山
(
)
Z
開
何
百
苫

m
g
g仏
冨

ogH
甲
山
庄
|
』
告
自
由
巾

H
4
2
L
2
5
子
市
叶
巾
ロ
与
の

2
2ミ
|
』
(
∞
ぎ
岳
2

5
何
白
凶
作
〉
弘
吉

切
口
門

E
7
3
5
・2
。
・
同
町
内
ロ
吋
。
仏
即
日
ロ
印
立
苫
丹
市
回
。
。
一

r
c
z〈
巾

H
a
m
-
q
o『

ヱ
曲
者
一
p
F
H
)
E
E
二
O
O
二
年
等
を
参
照
し
て
い
る
)

し
、
そ
の
内
容
か
ら
見
る
と
摂
関
家
に
献
呈
し
た
も
の
で
は
な

く
、
恐
ら
く
は
門
弟
を
前
に
し
て
行
っ
た
講
義
の
講
義
ノ

l
卜

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
、

ノ
ー
ト
で
あ
っ
た
が
故
に
源

信
の
手
に
渡
ら
ず
に
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
察
を
お

こ
な

っ
て
い
る
。
源
信
が

『九
品
往
生
義
』
を
引
用
し
な
か

っ

た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
こ
の
梯
の
研
究
以
前
に
、
石
田
瑞
麿
が

『源
た
だ
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信
』
(
日
本
思
想
体
系
六
、
岩
波
書
屈
、

一
九
七

O
年
)
に
お
い
て

両
者
に
思
想
的
な
隔
た
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
な
ど
、
諸
説
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

(三
)『
九
品
往
生
義
』
の
思
想

上
述
の
よ
う
に
良
源
の
親
撰
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る

も
の
の
、

「九
品
往
生
義
』
は
叡
山
に
お
い
て
説
か
れ
た
浄
土
教

と
し
て
初
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
文
献
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い

る
。
本
書
の
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
石
田
充
之
は
、
本
書
が
天

台
の
智
額

『維
摩
経
疏
』
や

『観
経
疏
』

(
疑
撰
説
あ
り
)
等
を

参
照
し
て
九
品
を
理
解
し
た
も
の
と
指
摘
し
、
ま
た

『無
量
寿

経
』
の
本
願
文
の
理
解
が
智
光
の

「無
量
寿
経
論
釈
」
(
散
供
、

後
に
恵
谷
前
掲
著
に
お
い
て
復
元
さ
れ
た
)

と
一
致
す
る
事
か

ら
智
光
の
影
響
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
十
八
願
の
力
に
よ
っ
て
下

下
品
へ
の
往
生
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
良
源
が
智
光
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
説
は

後
の
学
者
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
井
上
は
、
智
光
が

説
示
し
た
本
願
の
呼
称
と

「九
品
往
生
義
」
で
の
呼
称
を
対
比

さ
せ
て

一
致
す
る
部
分
を
示
し
、
他
の
人
師
の
呼
称
と
比
べ
て
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も
智
光
の
呼
称
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
さ
ら
に
良
源
は
九
品
の
そ
れ
ぞ
れ
に
往
生
す
る
た
め

の
行
業
と
、
往
生
人
の
往
生
の
相
に
対
す
る
解
釈
に
力
を
注
い

で
お
り
、
九
品
各
別
の
往
生
を
説
い
て
い
る
と
し
、
さ
ら
に

『九

品
往
生
義
』
に
引
用
さ
れ
る
文
献
の
整
理
を
通
じ
て
、
そ
の
思

想
の
背
景
に
は
天
台

『観
経
疏
」
の
思
想
が
あ
る
と
い
う
こ
と

も
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
佐
藤
も
良
源
が
智
光
の
影
響
を
受

け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
井
上
同
様
、
天
台

『観
経
疏
』
の

説
を
取
り
入
れ
た
智
光
の
影
響
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
浄
土
経
典

の
中
で
も
『
大
無
量
寿
経
』
を
重
視
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る

と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
天
台
の
思
想
を
基
盤
と
し
て
い
る

と
さ
れ
な
が
ら
も
、
石
田
瑞
麿
は
二
乗
往
生
説
に
関
し
て
、
知
目

光
の
影
響
を
受
け
る
が
故
に
、
仏
身
は
応
身
、
仏
土
は
凡
聖
同

居
土
と
す
る
天
台
の
説
に
反
す
る
説
を
展
開
し
て
お
り
、
ま
た

称
名
の
思
想
に
つ
い
て
も
曇
驚
の

『往
生
論
註
』
の
影
響
が
見

ら
れ
る
が
こ
れ
も
智
光
が
曇
驚
の
説
を
取
り
入
れ
た
こ
と
に

よ
る
と
す
る
な
ど
、
天
台
の
説
に
智
光
の
教
義
の
特
徴
と
併
せ



研究ノート

て
良
源
の
説
の
特
色
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
曇
驚
の
引

用
に
関
し
て
は
臨
終
の
十
念
を
説
く
部
分
は
天
台
大
師
が
引
用

し
た
部
分
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
す
る
な
ど
、

一
概
に
智
光
の

影
響
下
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
付
け
加
え
て
い
る
。

そ
の
他
、
良
源
の
浄
土
思
想
の
特
色
と
し
て
は
、
石
田
瑞
麿

が
三
輩
と
三
福
の
理
解
に
つ
い
て
、
良
源
が
義
寂
の
説
を
否
定

し
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
は
中
品
を
菩
薩
と
理
解

す
る
良
源
の
立
場
が
影
響
し
て
い
る
と
し
、
ま
た
下
下
品
の
よ

う
な
愚
者
や
悪
人
の
救
い
に
ま
で
は
言
及
し
て
い
な
い
点
が
指

摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
後
に
奈
良
が
愚
者
等
に
つ
い
て
も
配
慮
と

関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
な
ど
、
良
源
独
自
の
思
想

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
佐
藤
は
、
良
源
が
こ
の
よ
う

な
理
解
を
し
な
が
ら
も
、
発
菩
提
心

・
修
諸
功
徳
を
中
心
に
説

く
姿
勢
や
、
十
八
願
の
往
生
を
論
じ
な
が
ら
も
十
九
願
の
発
菩

提
心
・
修
諸
功
徳
を

一
段
と
高
く
評
価
し
て
い
る
と
い
う
点
を

出
崎
南
問
?
レ

J
J
 
や
は
り
基
本
的
な
部
分
で
は
天
台
を
大
き
く
離
れ
る

理
解
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
多

く
の
先
学
は
こ
の
理
解
を
採
用
し
て
い
る
。

三
、
千
観

(
九
一
八

l
九
八
三
)

千
観
に
関
す
る
研
究
は
、
前
掲
佐
藤
著
、
普
賢
晃
寿

『日

本
浄
土
教
思
想
史
研
究
』
(
永
田
文
昌
堂
、

一
九
七
二
年
)
、
波

多
恵
美
子
「
千
願
の
浄
土
教
思
想
」
上
、
下
(
『仏
教
史
研

究
」
七
、
八
、

一
九
七
三
、
一
九
七
五
年
)
、
梅
林
久
高
「
千
観

の

『十
願
発
心
記
』
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
」
(
『真
宗
研
究
」

二
O
、
一
九
七
五
年
)
、

奈
良
弘
元
「
千
観
の
往
生
思
想
」
(
壬

生
台
舜
博
士
頒
寿
記
念

「仏
教
の
歴
史
と
思
想
』
大
蔵
出
版
、

一
九
八
五
年
、
前
掲
奈
良
著
に
所
収
)
、

ロ
ノt

F 

ロ

ズ
「
千
観
の
浄
土
思
想
|
「十
願
発
心
記
」
に
お
け
る
菩
薩
行

の
構
造
を
中
心
に
|
」
(
『仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
七
九
、
二
O
O四
年
)

等
の
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て

『十
願
発
心
記
』

の
思
想
を
中
心
に
比
較
的
ま
と
ま

っ
た
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
、

ま
た
浄
土
教
に
特
化
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
大
久
保
良
峻

「日

本
天
台
の
法
華
円
教
即
身
成
仏
論
|

『即
身
成
仏
義
』
諸
本
を

中
心
に
|
」
(『東
洋
の
思
想
と
宗
教
」
第
八
号
、
早
稲
田
大
学
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東
洋
哲
学
会
、

一
九
九

一
年
、
突
台
教
学
と
本
覚
思
想
』
法
蔵
館
、

一
九
九
八
年
所
収
)

や
末
木
文
美
士
「
千
観
の

『即
身
成
仏
義

私
記
」
に
つ
い
て
」
(
塩
入
良
道
先
生
追
悼
論
文
集

「天
台
思
想

と
東
ア
ジ
ア
文
化
の
研
究
」
山
喜
房
、

年、

「平
安
初

一
九
九

期
仏
教
思
想
の
研
究
』
春
秋
社
、

一
九
九
五
年
に
所
収
)
等
の

研
究
に
よ
っ
て
、

『即
身
成
仏
義
私
記
』
の
思
想
に
着
目
し
た
研

究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
以
下
、
事
跡
と
著
作
、
『
十
願
発
心
記
」

と

「即
身
成
仏
論
私
記
」
を
中
心
と
す
る
思
想
に
つ
い
て
概
観

し
て
行
き
た
い
。

(
一
)
事
跡

千
観
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
「
日
本
往
生
極
楽
記
」

が
最
も
千
観
の
入
寂
年
か
ら
近
い
年
代
に
成
立
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、

一
番
信
用
に
足
る
史
料
と
さ
れ
、
こ
の
記
載
を
中
心
と

し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
他
に
時
代
が
下
っ
た
も

の
の
中
に
は
、
十
二
世
紀
ご
ろ
の
成
立
と
見
ら
れ
る

『扶
桑
略

記
』
、
中
世
後
期
に
成
立
し
た
「尊
卑
分
脈
」
、
近
世
に
成
立
し
た
『本

朝
高
僧
伝
」
等
に
千
観
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
信
懇
性

に
つ
い
て
は
未
だ
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
佐
藤
は
鴨
長
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明
の

『発
心
集
」
に
記
さ
れ
る
逸
話
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
史
実

と
し
て
認
め
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
が
、
あ
り
え
な
い
話
で
は
な

い
と
す
る
な
ど
、
史
実
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
千
観
に

関
す
る
記
載
が
あ
る
史
料
は
現
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た

二
O
O
四
年
に
湯
谷
祐
三
が
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
教
林
文
庫

蔵

『摂
州
金
龍
寺
縁
起
」
に
つ
い
て
l
中
世
の
説
話
集
に
お
け

る
千
観
|
」
(
『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
八
七
、

二
O
O四
年
)

お

て

早
稲
田
大
学
図
書
館
教
林
文
庫
よ
り

哀
州
金
龍

寺
縁
起
」
三
巻
を
発
見
し
た
こ
と
が
発
表
さ
れ
、
こ
の
文
献
が

一三
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
千
観
の
行
実
が
余

す
こ
と
無
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
源
の
為
憲
が
千
観

と
交
流
し
て
い
た
と
の
記
載
等
、
新
た
に
指
摘
し
得
る
千
観
の

行
実
見
ら
れ
る
な
ど
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。

(二
)
千
観
の
著
作

千
観
の
著
作
に
つ
い
て
は
、

『日
本
往
生
極
楽
記
』
の
記
載
に

よ
っ
て

『八
箇
条
起
請
」「
弥
陀
和
讃
」『
十
願
発
心
記
』
の
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編
の
著
作
が
伝
わ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
佐
藤
は
諸
目

録
の
整
理
か
ら
二
十
三
部
の
著
作
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
十
一
部

が
現
存
す
る
と
い
い
、
奈
良
は
『
図
書
総
目
録
』
に
列
挙
さ
れ

る
書
目
か
ら
重
複
す
る
も
の
を
整
理
し
、
ま
た
こ
の
目
録
に
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
『
菩
薩
義
私
記
』
と

「仏
教
諸
問
集
』

の

本
を
加
え
て
全
二
十
の
著
作
が
伝
わ
る
と
整
理
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
著
作
が
伝
わ
る
中
、
特
に

『十
願
発
心
記
』

は
千
観

の
浄
土
思
想
を
見
る
上
で
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な

著
作
と
し
て
多
く
の
注
目
を
集
め
て
お
り
、
千
観
が
叡
山
に
お

い
て
浄
土
教
を
論
じ
た
先
駆
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
も
こ
の
著

作
が
現
存
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

次
項
で
改
め
て
整
理
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
他
の
著
作
に

つ
い
て
も
、
石
田
充
之
が

『八
箇
条
起
請
』
に
「

一
、
往
生
極

楽
の
外
永
く
世
俗
の
希
望
を
絶
つ
べ
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

西
方
願
生
を
熱
烈
に
願
う
千
観
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
こ
と
を

指
摘
し
、
佐
藤
は
同
著
か
ら
、
千
観
は
学
問
も
修
行
も
戒
律
も

往
生
の
因
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
佐

藤
は

「弥
陀
和
讃
』
を
和
讃
史
に
お
け
る
大
き
な
位
置
を
占
め

る
文
献
で
あ
る
と
し
て
大
き
く
評
価
し
、
さ
ら
に
大
久
保
良
峻
、

末
木
文
美
士
等
は

「即
身
成
仏
義
私
記
』
に
説
か
れ
る
即
身
成

仏
の
思
想
に
注
目
し
て
論
じ
る
な
ど
、
『
十
願
発
心
記
」
以
外
の

著
作
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

(三
)『
十
願
発
心
記
』
の
思
想

上
述
の
通
り
、

『十
願
発
心
記
』
は
千
観
が
叡
山
浄
土
教
の
先

駆
と
し
て
注
目
さ
れ
る
要
因
と
な
っ
た
著
作
と
し
て
、
注
目
を

集
め
て
い
る
。
佐
藤
が
昭
和
五
十
四
年
に
、
こ
の

「十
願
発
心
記
』

に
つ
い
て
、
叡
山
文
庫
所
蔵
の
江
戸
期
写
本
の
影
印
と
書
き
下

し
、
さ
ら
に
西
教
寺
所
蔵
の
江
戸
期
写
本
と
の
校
訂
を

『叡
山

浄
土
教
の
研
究
」
資
料
篇
に
掲
載
し
、
世
に
広
ま
る
こ
と
と
な
っ

た
。
成
立
は
奥
書
に
応
和
二
年
(
九
六
二
)
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
こ
の
時
期
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て

いザ
hv
。
し
か
し
な
お
問
題
と
さ
れ
る
の
は
こ
の

『十
願
発
心
記
』

が
叡
山
浄
土
教
の
先
駆
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
り
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
良
源
の

『九
品
往
生
義
』
と
対
照
さ
せ
て

論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
佐
藤
は
こ
の
文
献
が
良
源
の

『九
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品
往
生
義
」
よ
り
も
先
に
成
立
し
、
千
観
が
叡
山
浄
土
教
の
先

駆
で
あ
っ
た
と
推
察
し
、
奈
良
弘
元
は
千
観
が
義
寂
の
疏
を

『九

品
往
生
義
』
か
ら
孫
引
き
し
て
い
る
と
し
て
、

『九
品
往
生
義
』

よ
り
も
後
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ど
諸
説
提
唱
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
佐
藤
は
二
者
共
に
竪
横
二
種
の
十
念
を
説

い
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
と
指
摘
す
る
な
ど
、
こ
の

二
著
の
関
係
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
と
答
え
が
で
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
文
献
の
資
料
的
な
価
値
を
論
じ
る
こ
と
に
重

点
が
お
か
れ
、
ま
た
そ
の
決
着
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
か
、
内
容

に
関
す
る
研
究
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い

感
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
井
上
が
千
観
は
還
相
し
て
菩

薩
行
を
実
践
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
た
往
生
の
理
解
が
行
わ

れ
て
い
る
と
し
、
佐
藤
は

『十
願
発
心
記
」
に
見
ら
れ
る
「
十

願
」
の
発
願
に
つ
い
て
、
普
賢
の
十
願
に
基
づ
き
、

さ
ら
に
最

澄
の
願
文
を
引
用
す
る
な
ど
最
澄
の
影
響
も
見
ら
れ
る
と
し
て

い
る
な
ど
、
千
観
が
当
時
の
仏
教

一
般
に
基
盤
を
置
い
た
浄
土

教
を
説
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
奈
良
は
こ
の
よ

う
な
指
摘
に
対
し
て
、
「
千
観
が
自
ら
禁
戒
を
堅
持
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、

た
と
え
罪
垢
を
持
つ
が
故
に
蓮
の
上
に
に
生
ず
る
こ
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と
が
で
き
な
い
身
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
弥
陀
の
願

力
を
も
っ
て
下
品
の
位
に
至
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
表
明

し
、
ま
た
自
ら
「
底
下
の
凡
夫
」
と
し
て
煩
悩
の
断
ち
切
れ
な

い
身
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、

そ
れ
ま

で
の
仏
教
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
愚
か
な
人
に
対
す
る
配
慮
が

大
き
く
説
か
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
梯
は
、
こ

の
よ
う
な
千
観
の
思
想
が

一
切
衆
生
と
共
に
往
生
を
願
う
と
い

う
第

一
願
の
思
想
が
根
底
に
あ
る
と
い
い
、

『十
願
発
心
記
』
は

在
家
信
者
に
対
し
て
発
心
を
勧
め
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
主
張

さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
も
の
の
、
千
観
の

著
作
も
短
い
著
作
が
伝
わ

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
は
多
い
と
い
え
よ
う
。

(四
)
『即
身
成
仏
義
私
記
』
の
思
想

以
上
の
よ
う
に

『十
願
発
心
記
』
を
中
心
に
千
観
の
浄
土
教

思
想
に
つ
い
て
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
近
年
で
は
浄
土
教

に
特
化
し
た
研
究
で
は
な
い
が
、
千
観
の
著
作
と
さ
れ
る

「即
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身
成
仏
義
私
記
」
の
思
想
に
着
目
し
た
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い

る
。
大
久
保
良
峻
は
、
即
身
成
仏
の
思
想
の
研
究
の
中
で
、
平

安
期
に
「
法
華
円
教
」

の
思
想
を
基
盤
と
し
て
著
さ
れ
た
と
す

る

『即
身
成
仏
義
』
と
名
の
付
く
四
本
の
著
作
に
着
目
し
、

の
中
で
千
観
の

『即
身
成
仏
義
私
記
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

こ
の
著
作
は
従
来
佐
藤
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
な
が
ら
深
く

研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
著
作
で
あ
る
。
大
久
保
は
こ
の
著
作

に
つ
い
て
、
成
仏
の
思
想
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
龍
女
の
権
実
を

め
ぐ
っ
て
、
先
徳
が
実
と
し
た
の
に
対
し
て
千
観
が
権
実
を
定

む
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
な
ど
、
他
の
三
書
に
は
見
ら
れ
な
い

思
想
が
あ
る
と
し
て
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
研
究
が
発

表
さ
れ
た
同
年
に
末
木
文
美
士
が
、
唯

一
現
存
す
る
西
教
寺
正

教
蔵
所
蔵
写
本
の
書
き
下
し
と
現
代
語
訳
を
行
い
、
そ
の
後
に

全
文
翻
刻
を
発
表
す
る
な
ど
、
近
年
に
な

っ
て
注
目
さ
れ
は
じ

め
た
著
作
も
あ
る
。

四
、
禅
職
(
九
二
ニ
l
l
九
九
O)

禅
瑞
に
関
す
る
研
究
は
、
石
田
充
之
前
掲
著
、
佐
藤
前
掲
著
、

戸
松
憲
千
代
「
僧
都
禅
瑞
と
そ
の
浄
土
思
想
」
上
、
下
(
『大
谷

学
報

九
四。
/ 
同

九
四

井

そ

上
前
掲
著
、
奈
良
弘
元
「
禅
愉
の
往
生
思
想
」
(
「印
仏
』
三
四

一
、
一
九
八
五
年
、
前
掲
奈
良
著
に
も
収
録
)
等
の
研
究
が
あ

る
。
以
下
、
伝
記
と
主
著

『阿
弥
陀
新
十
疑
」
の
思
想
と
に
分

け
て
整
理
を
行
い
た
い
。

(
一
)
禅
輸
の
伝
記

「阿
弥
陀
新
十
疑
」
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
た
禅
瑞
で
あ
っ
た

が
、
伝
記
に
つ
い
て
は
従
来
よ
り
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
佐
藤
が

『続
群
書
類
緊
』
九
十
四
所

収
の

『探
題
次
第
』
に
「
禅
芸

僧
都

初
度

安
和
元
年
/

禅
瑞

貞
元
二
年
可
尋
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
禅
愉

己
講

が
叡
山
二
代
目
の
探
題
で
あ
り
、
貞
元
二
年
(
九
七
七
)
に
探

題
に
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
『憎
綱
補
任
』

の
記
載
か
ら
、
僧
位
の
上
が
る
課
程
が
確
認
で
き
、
さ
ら
に
永

昨
二
年
(
九
九

O
)
に
七
十
八
歳
で
入
滅
し
た
と
の
記
録
か
ら
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誕
生
が
延
喜
十
三
年
(
九

で
あ
り
、
禅
磁
の
生
存
年
が

九

一三
年
か
ら
九
九
O
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
後
の
学

者
は
こ
の
説
を
受
け
て
い
る
。

(二
)
禅
識
の
著
作
と

『阿
弥
陀
新
十
疑
』

先
述
の
通
り
、
禅
瑞
は

「阿
弥
陀
新
十
疑
」
の
作
者
と
し
て

知
ら
れ
、
良
源
や
千
観
と
同
様
に
叡
山
浄
土
教
の
先
駆
な
の
で

は
な
い
か
と
い
う
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
良
源
の
著

作
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
戸
松
が
「
長
西
録
」
に

「阿
弥
陀
新
十
疑
」
と

『二
十
往

生
大
願
』
が
伝
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
現
存
し
な
い

『二
十
往

生
大
願
』

の
逸
文
が
良
忠
の

「往
生
要
集
記
』
の
中
に
あ
る
こ

と
を
発
見
し
、
こ
れ
が

「往
生
要
集
』

の
解
説
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
の
見
解
を
発
表
し
た
。
佐
藤
は

「阿
弥
陀
新
十
疑
」

の
成
立
に
つ
い
て
禅
瑞
が
参
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
応
和
宗
論

の
あ
っ
た
九
六
三
年
か
ら
、
探
題
に
補
任
さ
れ
る
九
七
七
年
の

間
で
は
な
い
か
と
推
察
し
、

『往
生
要
集
」
の
影
響
は
見
ら
れ
な

い
の
で
そ
れ
以
前
の
成
立
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
な
ど
、
そ

の
成
立
に
関
し
て
は
現
在
も
明
ら
か
で
は
な
い
。「
新
十
疑
論
』
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の
書
誌
的
な
研
究
は
戸
松
の
発
表
以
降
は
、
井
上
が
叡
山
文
庫

蔵
写
本
、
京
都
大
学
蔵
写
本
、
真
福
寺
蔵
写
本
が
あ
る
こ
と
を

紹
介
し
、
真
福
寺
本
の
序
と
奥
書
の
部
分
の
み
写
真
で
掲
載
し

た
。
そ
の
後
佐
藤
が

『叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
資
料
篇
で
坂
本

西
教
寺
正
教
蔵
本
を
影
印
書
き
下
し
諸
本
校
訂
の
う
え
掲
載
し
、

広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(三
)『
阿
弥
陀
新
十
疑
』
の
思
想

『阿
弥
陀
新
十
疑
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

戸
松
が
天
台
教
学

の
立
場
に
立
ち
天
台
教
義
の
線
に
沿
っ
て
理
論
付
け
さ
れ
た
、

あ
く
ま
で
も
学
問
的
で
あ
り
論
理
的
な
著
作
で
あ
る
と
し
、
石

田
充
之
は

『大
経
』

の
十
八
願
に
よ
っ
て
下
下
品
へ
の
往
生
を

説
き
、
悪
機
の
十
念
往
生
を
テ
l
マ
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
こ
の
思
想
は
当
時
の
願
生
者
と
し
て
は
共
通
す
る
思
想
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
佐
藤
は
題
名
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に

天
台
智
額
の
撰
と
伝
わ
る

『十
疑
論
』
(
偽
撰
説
あ
り
)

の
影
響

が
大
き
い
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
良
源
や
千
観
も
同
様
で
あ
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り
、
特
に
禅
瑞
独
自
の
も
の
で
は
な
い
と
し
、
ま
た
、
「
往
生
極

楽
の
意
は
初
発
心
時
便
成
正
覚
の
意
に
あ
ら
ず
」
と
の
説
示
か

ら
、
往
生
が
最
終
目
標
で
は
な
く
、
成
仏
の
た
め
の
手
段
で
あ

る
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
と
い
い
こ
れ
も
当
時
の
浄
土
教

者
と
し
て
は
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
奈
良
も
「
論

の
た
め
の
論
」
で
あ
り
、
現
実
的
な
部
分
へ
の
言
及
は
少
な
い

と
す
る
な
ど
、
基
本
的
な
部
分
は
叡
山
の
仏
教
を
基
盤
と
し
た

も
の
で
あ
り
、
独
自
の
浄
土
教
を
提
示
す
る
部
分
は
少
な
い
と

す
る
見
解
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
佐
藤
が
禅

織
の
浄
土
教
は

『観
経
』
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
十
念

を
「
十
度
弥
陀
を
称
す
と
離
も
」
と
い
う
な
ど
称
名
の
十
念
を

説
い
て
い
る
と
し
、
善
導
の
影
響
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
善
導

に
近
い
浄
土
教
で
あ
る
と
指
摘
し
、
ま
た
奈
良
は
「
唯
除
五
逆
」

の
解
釈
か
ら
逆
誘
の
者
の
往
生
を
認
め
ず
に
お
れ
な
い
と
い
う

千
観
に
通
ず
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
と
し
、
十
念
の
理
解
は

『九

品
往
生
義
』
と

『十
願
発
心
記
」
を
参
照
し
な
が
ら
独
自
の
視

点
を
提
示
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
義
寂
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と

も
こ
れ
ら
の
文
献
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ

ら
に
滅
罪
の
理
解
に
お
い
て
禅
瑞
は

一
称
の
念
仏
の
重
要
性
を

主
張
し

一
念
に
よ
っ
て
も
八
十
億
劫
生
死
の
罪
を
除
く
と
い

ぃ
、
誘
法
者
の
往
生
を
と
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
禅
瑞
の
滞

土
思
想
の
テ
l
マ
で
あ
る
と
す
る
な
ど
、
当
時
の
思
想
と
共
通

す
る
も
の
と
禅
愉
独
自
の
思
想
と
が
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
さ
れ
て
い

る

(
文
責

郡
嶋
昭
示
)

五

源
信

(
九
四
二
|
一

O
一
七
)

天
台
宗
恵
心
流
の
祖
で
あ
る
源
信
は
、
当
時
の
民
衆
に
多
大

な
影
響
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
後
に
、
浄
土
教
の
発
展
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
る
。
特
に
源
信
の
主
著
で
あ

る

「往
生
要
集
』
は
、
撰
述
後
ま
も
な
く
貴
族
層
の
問
で
よ
く

読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
地
方
に
も
広
が
り
、
そ
の
特

色
で
あ
る
観
相
念
仏
は
当
時
の
芸
術
・
建
築
・
彫
刻
・
絵
画
な

ど
に
も
影
響
を
与
え
た
。
浄
土
宗
に
お
い
て
法
然
は
『一

期
物
語
」

の
中
で
、

『往
生
要
集
」
に
つ
い
て

「
往
生
要
集
為
先
達
一而
入
一
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浄
土
門
一」
と
し
、
ま
た
こ
の
述
懐
に
つ
い
て
藤
堂
恭
俊
は
、

『法

然
上
人
研
究
」

一
・
思
想
篇
(
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
九
四
)

に
お
い
て
、
法
然
が

「往
生
要
集
』
に
よ
っ
て
念
仏

一
行
に
よ

る
往
生
を
見
出
し
、
後
に
そ
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
た
善
導
に

傾
倒
し
て
い
っ
た
辺
り
の
消
息
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
ま
た
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド
の
竜
樹
か
ら
日

本
の
法
然
へ
つ
な
が
る
浄
土
七
祖
の
中
の
一
人
と
し
て
配
す
る

ほ
ど
源
信
を
重
視
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
源
信
に
つ
い
て
は

天
台
宗
の
研
究
者
に
加
え
、
浄
土
教
、
特
に
浄
土
真
宗
の
研
究

者
に
よ
っ
て
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
現
在
ま
で
の

源
信
研
究
に
つ
い
て
、
研
究
書
と
研
究
論
文
と
に
分
け
て
ま
と

め
て
い
き
た
い
。

【
研
究
書
}

(
一
)
源
信
の
生
涯
や
思
想

源
信
の
生
涯
や
そ
の
思
想
を
専
門
的
に
整
理
し
た
研
究
書
と

し
て
は
、
八
木
実
恵

「恵
心
教
学
の
基
礎
的
研
究
』
(
永
田
文
昌

堂

一
九
六
二
)
、
石
田
瑞
麿

『空
也
・良
源
・
源
信
・
良
忍
』
(『浄
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土
仏
教
の
思
想
」
六
、
講
談
社
、

一
九
九
二
)、

八
木
実
恵

『恵

心
教
学
の
総
合
的
研
究
』
(
永
田
文
昌
堂
、

一
九
九
六
)
な
ど
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、

『恵
心
教
学
の
基
礎
的
研
究
」
で
は

は
じ
め
に
イ
ン
ド
に
お
け
る
二
大
教
学
の
流
れ
と
し
て
龍
樹
と
、

無
著

・
世
親
に
関
す
る
著
作
な
ど
の
研
究
、
中
国
に
お
け
る
天

台
教
学
と
し
て
天
台
大
師
智
顕
・
荊
渓
湛
然
、
法
相
教
学
と
し

て
玄
奨
・
慈
恩

・
慧
沼

・
智
周

・
栖
復
な
ど
、
浄
土
教
学
と
し

て
道
紳
・
善
導

・
迦
才

・
懐
感
に
つ
い
て
源
信
の
思
想
を
み
る

と
い
う
視
点
か
ら
そ
の
思
想
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
次
に
日

本
に
つ
い
て
は
、
源
信
以
前
の
天
台
教
学
と
し
て
最
澄
・
円
仁

円
珍

・
安
然

・
良
源
、
法
相
教
学
と
し
て
善
珠
・
護
命

・
徳

に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
、
次
に
源
信
教
学
の
詳
細
な
研
究
と

平
安
か
ら
鎌
倉
、
室
町
に
至
る
ま
で
の
源
信
教
学
の
歴
史
的
展

聞
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
。

次
に

『浄
土
仏
教
の
思
想
』
で
は
、

『梼
厳
院
二
十
五
三
昧
結

縁
過
去
帳
」
・
『続
本
朝
往
生
伝
」
・
『法
華
験
記
』
・
謹
一
暦
寺
首
梼

厳
院
源
信
僧
都
伝
』
・
『恵
心
院
源
信
僧
都
行
実
』
な
ど
様
々
な
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源
信
に
関
す
る
伝
記
を
比
べ
、
出
生
か
ら
出
家
、
著
述
活
動
な

ど
か
ら
、
往
生
ま
で
源
信
の
生
涯
が
分
か
り
ゃ
す
く
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

『往
生
要
集
』
・
『観
心
略
要
集
」
・
『阿
弥

陀
経
略
記
』
・「横
川
法
語
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

次
に

『恵
心
教
学
の
総
合
的
研
究
』
で
は
、

は
じ
め
に
上
古

天
台
諸
師
に
お
け
る
著
作
の
偽
撰
に
つ
い
て
考
察
し
、
源
信
の

著
作
や
、
諸
種
講
会
、
日
宋
聞
の
交
渉
や
当
時
の
北
嶺
諸
師
、

そ
れ
以
後
の
諸
師
に
関
す
る
研
究
な
ど
、
後
に
研
究
論
文
を
挙

げ
る
際
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
源
信
自
体
、
ま
た
は

そ
の
周
辺
に
関
す
る
様
々
な
問
題
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

(二
)
源
信
の
著
作

源
信
の
著
作
に
は
、
九
八
五
年
成
立
の

「往
生
要
集
』
三
巻

を
は
じ
め
、

『阿
弥
陀
経
略
記
」
・
「観
心
略
要
集
』
な
ど
、
現
存

す
る
も
の
に
八
四
部
が
あ
り
、

そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が

『恵
心

僧
都
全
集
』
の
中
で
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
や
は
り

源
信
の
主
著
で
あ
る

「往
生
要
集
』
に
関
し
て
は
多
く
の
研
究

書
が
あ
る
。
書
き
下
し
ゃ
現
代
語
訳
を
中
心
と
す
る
も
の
と
し

て
は
、
石
田
瑞
麿

『源
信
」
(『日
本
思
想
体
系
』
六
、
岩
波
書

庖、

一
九
七

O
)、
花
山
勝
友

『源
信

一
九
七
二
)、

川
崎
庸
之

「源
信
』

往
生
要
集
』
(
徳
間
書
屈
、

(『日
本
の
名
著
』
四
、
中
央

公
論
社
、

一
九
八
三
)
、
石
田
瑞
麿

『往
生
要
集

日
本
浄
土
教

の
夜
明
け
」

了
二

(
平
凡
社
、

二
O
O三
)
な
ど
が
あ
り
、
詳

細
な
解
説
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
書
き
下
し
ゃ
現
代
語

訳
、
語
句
説
明
が
中
心
で
は
あ
る
が
、
源
信
の
生
涯
な
ど
に
つ

い
て
も
簡
略
な
解
説
が
あ
り
、
全
体
の
概
要
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
川
崎
編
集
の

『源
信
』
で
は
、

『往
生
要
集
」

の
現
代
語
訳
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
が
、
は
じ
め
に
源
信
の
生

涯
と
思
想
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
り
、
後
半
に
は

『横
川
首
幌

厳
院
二
十
五
三
昧
起
請
』
・
『二
十
五
三
昧
式
」
・
『二
十
五
三
昧
根

本
結
縁
衆
過
去
帳
』
・『首
拐
厳
院
二
十
五
三
昧
結
縁
過
去
帳
」
・「霊

山
院
過
去
帳
』
の
解
釈
、
さ
ら
に
は
、
付
録
と
し
て
、

『延
暦
寺

議
厳
院
源
信
僧
都
巨

樹
厳
院
源
信
僧
音[1

権
少
僧
都
源

信
』
・
「横
川
源
信
僧
都
語
」
と
い
っ
た
源
信
の
伝
記
が
載
せ
ら

れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、

『往
生
要
集
」
の
内
容
に
関

す
る
研
究
書
と
し
て
は
、
福
原
蓮
月

『往
生
要
集
の
研
究
』
(永
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田
文
昌
堂
、

一
九
八
五

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
は
書
き
下
し
ゃ

現
代
語
訳
で
は
な
く
、

『往
生
要
集
』
の
中
に
あ
る
諸
々
の
問
題

に
つ
い
て
詳
し
く
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、

『観
心
略
要
集
』
に
関
し
て
は
、
西
村
問
紹
・
末
木
文

美
士

『観
心
略
要
集
の
新
研
究
』
(
百
華
苑
、

一
九
九
二
)
が
あ
り
、

前
半
に
お
い
て

『観
心
略
要
集
』
の
書
き
下
し
と
詳
細
な
語
句

説
明
、
後
半
に
は
「
研
究
篇
」
と
し
て
、
伝
来
や
諸
本
、
撰
者

な
ど
の
書
誌
学
的
研
究
と
、
内
容
に
つ
い
て
の
研
究
が
な
さ
れ
、

『観
心
略
要
集
』
に
説
か
れ
て
い
る
阿
弥
陀
三
諦
説
を
め
ぐ
る
考

察
も
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
源
信
に
は
和
語
で
書
か
れ
た

『横
川
法
語
」
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
そ
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容

か
ら
み
て
、
信
仰
の
円
熟
が
み
ら
れ
、
源
信
晩
年
の
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る

(「浄
土
仏
教
の
思
想
』
参
照
)
。
こ
の

『横

川
法
語
」
に
つ
い
て
は
八
木
実
恵

『恵
心
語
録
に
聞
く
』
(
教
育

新
潮
社
、

一
九
七
二
)
に
お
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
。『
横
川
法
語
』

は
そ
れ
ほ
ど
長
い
も
の
で
は
な
い
が
、

八
木
は
こ
れ
を
「
念
仏
」

に
つ
い
て
「
頑
魯
な
者
」
に
対
し
て
た
や
す
く
知
ら
せ
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
り
、

『往
生
要
集
」
の
縮
約
版
で
あ
る
と
し
て
初
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め
に

『往
生
要
集
」
と
の
比
較
を
し
、
次
に
現
代
語
訳
を
し
た

上
で

一
節
ご
と
に
詳
し
く
解
釈
し
て
い
る
。「
恵
心
語
録
に
聞
く
』

重ミ
法こ
語の
』 他

内 『
道横
者川
持法

金芭
ι と

言警
芯同

程々
偶 Z
5E 
2量

こ
れ
ら
は
こ
れ
ま
で
に
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、

内
容
の
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
現
代
語
訳
と
そ
の
解
釈

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(三
)
日
本
仏
教
史
・
浄
土
教
史
に
お
け
る
源
信

源
信
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
貴
族
や
地
方
の
豪
族
な

ど
に
多
大
な
影
響
を
与
え

ま
た
、
当
時
の
天
台
浄
土
教
や
、

浄
土
宗
・
浄
土
真
宗
な
ど
の
後
世
に
お
け
る
浄
土
教
の
流
れ
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
た
め
、
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
成
立

史
の
中
で
重
要
な
人
物
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
研
究
が
多
い
。

源
信
は
主
に
日
本
の
浄
土
教
史
を
専
門
と
す
る
研
究
書
で
注
目

さ
れ
る
が
、
仏
教
史
の
中
で
も
注
目
さ
れ
、
例
え
ば
辻
善
之
助

『日
本
仏
教
史
」

一
・
上
世
篇
(
岩
波
書
店
、

一
九
四
四
)
で
は
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浄
土
教
の
発
達
を
最
も
よ
く
代
表
す
る
も
の
と
し
て
源
信
に
注

目
し
て
い
る
。

浄
土
教
史
の
研
究
書
の
中
で
、
特
に
源
信
に
つ
い
て
詳
し
く

言
及
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
石
田
充
之

『日
本
浄
土
教
の

研
究
」
(
百
華
苑
、

一
九
五
二
)
、
井
上
光
貞

『新
訂

日
本
浄

土
教
成
立
史
の
研
究
』
(山
川
出
版
社
、

一
九
七
五
)
、
石
田
瑞

麿

『浄
土
教
の
展
開
」
(
春
秋
社
、

一
九
六
七
)
、
大
野
達
之
助

『上

代
の
浄
土
教
」
(
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
二
)
、
普
賢
晃
寿

「日
本

浄
土
教
思
想
史
研
究
」
(
永
田
文
昌
堂
、

一
九
七
二
)
、
伊
藤
真
徹
『平

安
浄
土
教
信
仰
史
の
研
究
』
(
平
楽
寺
書
庖、

一
九
七
四
)
、
佐

藤
哲
英

「叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
(
百
華
苑
、

一
九
七
九
)
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
書
に
お
い
て
も
、

『往
生
要
集
」

が
中
心
に
研
究
さ
れ
る
が
、
浄
土
教
史
と
し
て
、
源
信
以
前
か

ら
天
台
宗
で
行
わ
れ
て
い
た
四
種
三
昧
と
そ
の
時
代
に
よ
る
変

化
や
、

『往
生
要
集
』
が
当
時
ま
わ
り
に
与
え
た
影
響
、
後
世
へ

の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
他
に

勧
学
会
や
、
そ
の
後
成
立
し
た
二
十
五
三
昧
会
と
い

っ
た
念
仏

結
社
の
成
立
、
そ
れ
ら
と
源
信
と
の
関
係
な
ど
に
ふ
れ
て
い
る

も
の
が
多
い
。

(
四
)
論
文
集

源
信
に
関
す
る
論
文
集
と
し
て
は
、
大
隅
和
雄

・
速
水
情
編

『源
信
』
(『日
本
名
僧
論
集
』
四、

吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
三
)

ゃ
、
往
生
要
集
研
究
会
編

「往
生
要
集
研
究
』
(
永
田
文
昌
堂
、

一
九
八
七
)

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
集
に
は
、
源
信
の

伝
記
や
、
教
学
、
当
時
の
平
安
文
化
と
の
関
係
に
関
す
る
研
究

か
ら
、
他
宗
と
の
関
係
、

さ
ら
に
は
美
術
や
日
本
文
学
と
の
関

連
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
、
非
常
に
幅
広
い

注
目
す
べ
き
研
究
が
多
く
集
録
さ
れ
て
い
る
。

【
研
究
論
文
}

源
信
に
関
す
る
論
文
は
非
常
に
多
く
、
こ
こ
に
す
べ
て
を
挙

げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
先
ほ
ど
挙
げ
た
、
往
生
要
集

研
究
会
編

『往
生
要
集
研
究
」
の
末
に
は
、

「研
究
文
献
目
録
」

と
し
て

一
八
九
五
年

一
月
か
ら

一
九
八
六
年
九
月
ま
で
の
研

究
論
文
が
年
代
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
内
容
の
分
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類
に
よ
る
整
理
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、

一
九
八
六
年
ま
で
の
論

文
は
基
本
的
に
こ
の

『往
生
要
集
研
究
』
を
参
照
す
る
こ
と
と

し
、
今
回
は
そ
の
後
の
研
究
を
中
心
に
ま
と
め
て
み
た
い
。
な
お
、

そ
の
後
の
研
究
を
ま
と
め
る
際
に

一
九
八
六
年
以
前
の
研
究

と
関
連
す
る
も
の
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
都
度
挙
げ
て
い
く
こ

と
と
す
る
。

(
ご
理
信
の
伝
記
・
思
想

源
信
の
伝
記
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
速
水
筒
「
源
信
伝

の
諸
問
題
」
(
『東
ア
ジ
ア
と
日
本

宗
教
文
学
編
」、

一
九
八
七
)

が
あ
る
。
速
水
は
宮
崎
円
遵
「
源
信
和
尚
の
別
伝
に
つ
い
て
」
(
『龍

谷
学
報
』
三
一

八、

一
九
三
七
)
に
よ
る
研
究
以
後
、
こ
の
宮
崎

の
成
果
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
教
学
面
の
研
究
に
比

し
て
伝
記
の
研
究
が
は
る
か
に
遅
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
諸
伝
記
資
料
の
成
立
年
代
や
相
互
関
係
な
ど
の

基
礎
的
研
究
が
近
年
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る

と
し
、
各
伝
記
の
成
立
年
代
を
考
察
し
て
い
る
。
さ
ら
に
伝
記

研
究
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
近
年
の
啓
蒙
的
な
源
信
関
係
の

書
物
は
、
初
期
の
伝
記
に
よ
ら
ず
、
室
町
時
代
の

『三
国
伝
記
』
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を
は
じ
め
と
す
る
後
世
の
伝
説
の
類
を
容
易
に
利
用
し
て
い
る

場
合
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
源
信
の
戒
律
観
に
つ
い
て
は

利
根
川
浩
行
「
恵
心
憎

都
と
円
戒
」
(
『天
台
学
報
』
三

O
、
一
九
八
八
)
が
あ
り
、
浄
土

観
に
つ
い
て
は
、
内
藤
円
亮
「
源
信
に
お
け
る
浄
土
の
問
題
」
(
『親

驚
教
学
』
七
O
、
一
九
九
七
)
、
同
「
源
信
の
浄
土
観
」
(
『
印
仏
研
究
」

四
六
|

一、

一
九
九
七
)
な
ど
が
あ
る
。

乙
れ
ら
、
伝
記
や
思
想
に
関
し
て
は
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
よ
う

な
研
究
書
類
に
お
い
て
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
た
め

そ
れ
ら
を
中
心
に
参
照
し
、
研
究
論
文
に
よ
っ
て
細
か
な
問
題

を
参
照
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

(二
)『
往
生
要
集
』
諸
本
・
引
用
・
他
経
論
と
の
関
係

論
文
に
お
い
て
も
研
究
の
対
象
と
し
て
主
と
な
る
の
は

『住

生
要
集
』

は
じ
め
に

『往
生
要
集
』
に
関

で
あ
る
。
そ
こ
で
、

す
る
研
究
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

は
じ
め
に

『往
生
要
集
」
の
諸
本
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
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相
馬

一
意
「
『
往
生
要
集
』
遺
宋
本
・
留
和
本
の
再
検
討
」
(
『印

仏
研
究
』
四

一|

一
、
一
九
九
二
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
相
馬
は
、

『往

生
要
集
』
の
諸
本
に
、
宋
に
送
っ
た
「
遺
宋
本
」
と
遺
宋
の
た

め
に
修
正
加
筆
す
る
以
前
の
「
留
和
本
」
と
い
う
こ
系
統
が
あ
り
、

そ
の
相
違
点
は

一
六
あ
る
と
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
実

際
に
諸
本
の
校
合
を
す
る
と
、
そ
の
区
別
に
肯
定
で
き
な
い
事

実
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
詳
細
に
校
合
し
て
い
る
。
校
合
に

用
い
た
諸
本
は
六
つ
あ
り
、
解
説
は

『
浄
土
真
宗
聖
典
|
七
祖
篇
』

の
解
説
に
よ
っ
て
い
る
。
校
合
の
結
果
、
「
遺
宋
本
」
と
「
留
和
本
」

と
の
間
に
は
見
か
け
ほ
ど
相
違
点
が
多
く
な
い
こ
と
、
龍
谷
大

学
所
蔵
の
承
元
版
を
覆
刻
し
た
室
町
時
代
の
刊
本
(
通
称

「承

元
覆
刻
本
」
)
が
実
際
は
承
元
版
の
価
値
を
持
っ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
を
明
か
し
、
研
究
の
途
中
経
過
と
し
て
い
る
。

ま
た
、

『往
生
要
集
』
に
は
一
六

O
部
も
の
他
経
論
か
ら
の

引
用
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
引
用
か
ら

「往
生
要
集
」
の
思
想

を
考
察
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
多
い
。
そ
れ
ら
の
研
究
と
し
て

は
、
渡
辺
顕
正
「
往
生
要
集
と
釈
浄
土
群
疑
論
」
(
『龍
谷
教
学
」

一二

、
一
九
八
六
)
、
福
原
隆
善
「
『
往
生
要
集
」
の
別
相
観
1

『観

仏
三
昧
海
経
』
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
「仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」

四
三
、
一
九
八
六
)
、
中
村
恵
美
子
「
往
生
要
集
古
点
本
の
訓
法

に
つ
い
て
」
(
『松
村
明
教
授
古
稀
記
念

国
語
学
研
究
論
集
」

一
九
八
六
)
、
兼
子
鉄
秀
「
源
信
と

『維
摩
経
』
仏
道
品
偏
」
(
『天

台
学
報
』
二
九、

一
九
八
七
)
、
大
南
龍
昇
「
三
昧
経
典
と

「往

生
要
集
』
|
源
信
の

『観
仏
三
昧
経
』
観
|
」
(
『往
生
要
集
研
究
』、

一
九
八
七
)
、
大
南
龍
昇
「
三
昧
経
典
と

『往
生
要
集
』
|
所
引

の

「般
舟
三
味
経
』
・
「念
仏
三
昧
経
」
に
つ
い
て
|
」
(
『仏
教
論

叢
」
三
O
、
一
九
八
六
)
、
福
原
隆
善
「
仏
典
に
お
け
る
白
毒
観
」

(『印
仏
研
究
』
四
O
ー
一
、
一
九
九

一
)
、
辻
本
俊
郎
「
『往
生
要

集
』
に
引
用
さ
れ
る

『無
量
寿
経
論
』
に
つ

い
て
」
(
『印
仏
研
究
』

五
O
ー
一
、
二
O
O
二
、
福
原
隆
善
「
「往
生
要
集
』
に
お
け
る

『観
仏
三
昧
海
経
』
の
受
容
」
(
『香
川
孝
雄
博
士
古
稀
記
念
論
集

仏
教
学
浄
土
学
研
究
」
、二
O
O
一
)
、
柴
田
文
彦
「
「
往
生
要
集
』

に
お
け
る
仏
身
観
|
「観
仏
三
昧
海
経
」
の
引
用
を
中
心
と
し

て

駒
沢
大
，>14 

寸

仏
教
学
部
論
集

四

0 
0 

が
挙
げ
ら
れ
る
。
様
々
な
引
用
経
論
か
ら
の
考
察
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
中
で
も
、

『往
生
要
集
』
の
中
で
最
も
引
用
回
数

な
ど
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が
多
い

『観
仏
三
昧
海
経
」
と
の
関
係
を
検
討
し
て
い
る
研
究

が
多
い
。

(
三
)
『
往
倖
若
草
需
』
の
念
仏

『往
生
要
集
」
に
お
け
る
念
仏
に
関
す
る
研
究
は
、
そ
の
他
の

研
究
に
比
べ
て
最
も
数
が
多
い
。
そ
の
中
で

一
九
八
六
年
以

降
の
研
究
に
比
べ
、

そ
れ
以
前
の
研
究
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で

あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に

一
九
八
六
年
以
前
の
研
究
は
基
本

的
に
『
往
生
要
集
研
究
」
に
あ
る
「
研
究
文
献
目
録
」
に
よ
る

こ
と
と
し
、
近
年
の
も
の
を
中
心
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
念

仏
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
藤
本
佳
男
「
源

信
浄
土
教
に
み
る
念
仏
と
浄
土
往
生
思
想
」
(
「二
葉
憲
香
博
士

古
稀
記
念

日
本
仏
教
史
論
童
、

一
九
八
六
)
、
福
原
隆
善
「
「往

生
要
集
」
に
お
け
る
観
相
に
つ
い
て
」
(
『印
仏
研
究
」
三
五

|

二
、
一
九
八
七
)
、
藤
堂
恭
俊
「
往
生
要
集
に
み
ら
れ
る
五
念
門

説
の
独
自
性
|
五
念
門
の
創
説
と
そ
の
展
開
|
」
(
「往
生
要
集

研
究
』

一
九
八
七
)
、
高
橋
弘
次
「
「往
生
要
集
』
に
お
け
る
念

仏
と
見
仏
」
(
『往
生
要
集
研
究
」、
一
九
八
七
)
、
久
米
原
恒
久
「
「往

生
要
集
』
に
於
け
る
五
念
門
の
歴
史
的
意
義
再
考
」
(
『印
仏
研
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究
』
三
七

|
二
、
一
九
八
九
)
、
坪
井
俊
英
「
法
然
以
前
の
諸
師

を
め
ぐ
っ
て
」
(
「浄
土
教
文
化
論
」
、

一
九
九
二
、
福
原
隆
善
「
叡

山
浄
土
教
の
念
仏
思
想
」
(
『浄
土
教
文
化
論
』、

一
九
九

一
)
、
同

「「往
生
要
集
』
別
相
観
の
四
十
二
相
に
つ
い
て
」
(
『村
上
速
水

先
生
喜
寿
記
念

親
邸
周
教
学
論
叢
』、

一
九
九
七
)
、
高
田
文
英

「
源
信
に
お
け
る
称
名
念
仏
に
つ
い
て
」
(
『宗
教
研
究
」
七
六
|

四、

二
O
O三
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
藤
本
は

『往
生
要
集
」

の
分
析
は
そ
の
ま
ま
日
本
浄
土
教
の
原
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
も
あ
る
と
し
て
、
源
信
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
の
歴
史
的

位
置
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
次
に
福
原
は
別
相
観
・

総
想
観

・
雑
略
観
の
こ
と
ば
の
規
定
や
、
そ
れ
ら
が
何
に
基
づ

い
て
定
め
ら
れ
た
か
、
ま
た
そ
の
理
由
な
ど
に
つ
い
て
解
明
し

ょ
う
と
し
て
い
る
。
次
に
藤
堂
は
、
世
親
に
お
け
る
五
念
門
創

設
の
意
義
と
、
そ
の
中
国

・
日
本
に
お
け
る
展
開
と
し
て
、
曇

情
・
源
信
に
注
目
し
て
い
る
。
次
に
高
橋
は
、

『往
生
要
集
』
に

説
か
れ
る
観
仏
と
見
仏
に
注
目
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

『往
生
要

集
』
の
念
仏
に
つ
い
て

そ
の
行
法
が

一
つ
の
型
に
定
ま
ら
な
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い
こ
と
、
善
導
・
法
然
へ
は
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
、
源
信
は
求

め
ず
し
て
仏
を
み
る
念
仏
の
方
法
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
な
ど

を
明
か
し
て
い
る
。
次
に
坪
井
の
研
究
で
は
、
奈
良
・
叡
山

高
野
山
に
お
け
る
南
都
浄
土
教

・
天
台
浄
土
教
・
真
言
浄
土
教

に
つ
い
て
の
そ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
、
本
稿
で
も
先
に

挙
げ
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
著
書
の
成
果
・
内
容
を
ま
と
め
て

い
る
。
先
の
三
つ
の
浄
土
教
ご
と
に
分
け
、
さ
ら
に
著
書
ご
と

に
分
け
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
浄
土
教
史
に
関
す
る
著

書
の
研
究
史
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
大
変
参
考
に
な
る
。
次

に
福
原
は
「
叡
山
浄
土
教
の
念
仏
思
想
」
に
お
い
て
、
良
源
と

源
信
に
注
目
し
、
そ
の
後
高
田
も
同
様
に
両
者
の
関
係
や
、
源

信
に
と
っ
て
の
良
源
の
『
極
楽
浄
土
九
品
往
生
義
」
の
立
場
に

つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
福
原
は
「
「
往
生
要
集
』
別

相
観
の
四
十
二
相
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
別
相
観
に
つ
い
て

研
究
し
て
い
る
。『
往
生
要
集
』
で
は
通
常
三
十
二
相
八
十
種
随

形
好
と
示
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
相
好
が
四
十
二
相
と
な
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
源
信
独
自
の
解
釈
で
あ
り
、
そ
の

意
図
を
探
る
た
め
、
多
い
分
の
十
相
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

三
十
二
相
八
十
種
随
形
好
の
典
拠
と
な
る

『大
般
若
経
』
と
『
往

生
要
集
』
の
四
十
二
相
、
さ
ら
に

「往
生
要
集
』
の
翌
年
に
源

信
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
『
要
法
文
』
に
示
さ
れ
る
三
十
二
相

を
す
べ
て
列
挙
し
た
上
で
比
較
検
討
し
て
い
る
。

(四
)『
往
生
要
警

の
内
容

次
に
、

「往
生
要
集
』
に
説
か
れ
る
そ
の
他
の
思
想
に
つ
い
て

研
究
さ
れ
て
い
る
も
の
を
挙
げ
て
い
き
た
い
。

は
じ
め
に
、
福
原
蓮
月
「
往
生
要
集
の
倫
理
観
」
(
「
印
仏
研
究
」

三
五
|
二
、
一
九
八
七
)

で
は
、

『往
生
要
集
』
に
説
か
れ
る
「
倫

理
」
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。

次
に
、
加
藤
智
見
「
「往
生
要
集
」
に
お
け
る
信
の
性
格
」
(
「印

仏
研
究
』
三
六

|
二
、
一
九
八
八
)

で
は
、
源
信
に
お
け
る
「
信
」

の
意
味
や
独
自
性
に
つ
い
て
、

『往
生
要
集
」
に
お
け
る
「
阿
弥

陀
仏
観
」
・
「
人
間
観
」
・
「
念
仏
観
」
を
通
し
て
探
っ
て
い
る
。
加

藤
の
研
究
に
よ
る
と
、
源
信
の
「
信
」
に
は
「
頑
魯
の
者
」
と

自
身
を
表
現
す
る
よ
う
な
人
格
的
な
側
面
と
、
凡
夫
と
阿
弥
陀

仏
を

一
体
不
二

・
空
寂

一
体
と
見
て
人
格
性
を
消
去
す
る
よ
う
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な
非
人
格
的
な
側
面
と
の
両
面
が
内
在
し
て
い
る
と
す
る
。

ま
た
、
源
信
と
親
驚
の
関
係
を

『往
生
要
集
」
を
中
心
に
考

察
し
た
も
の
と
し
て
は
、
伊
東
順
浩
「
『往
生
要
集
」
と
親
驚
教

学
と
の
関
連
」
(
『印
仏
研
究
」
四
O
ー

一
、
一
九
九

一
)
、
福
原
蓮

月
「
往
生
要
集
と
教
行
信
証
の
仏
身
仏
土
思
想
」
(
『印
仏
研
究
』

四
O
|
二
、
一
九
九
二
)
、
同
「
教
行
信
証
と
往
生
要
集
の
円
融

思
想
」
(
『印
仏
研
究
」
四

一
ー
一
、
一
九
九
二
)
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
親
驚
が
ど
の
よ
う
に
源
信
の
思
想
を
受

容
し
て
い

っ
た
の
か
、
ま
た
は

『往
生
要
集
」
と

「教
行
信
証
」

と
の
関
係
を
通
し
て
、
法
然
の
源
信
受
容
と
の
比
較
を
し
な
が

ら
両
者
の
関
係
を
研
究
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
思
想
と
し
て
は
、
常
光
香
誓
「
『往
生
要
集
』
に
お

け
る
浄
土
十
楽
の
思
想
的
北
旦
尽
に
つ
い
て
」
(
『印
仏
研
究
」
四
八

ー
二
、二
0
0
0)、
片
岡
義
道
「
往
生
要
集
の
往
生
観
」
(
『天
台

学
報
』
四
二
、
二
0
0
0)、
島
義
徳
「
源
信
に
お
け
る
善
と
悪
」
(
『
日

本
仏
教
学
会
年
報
」
六
五
、
二
0
0
0)、
高
山
秀
嗣
「
源
信
の
伝
道
」

(『印
仏
研
究
』
五
一
丁

一
、
二
O
O
三
)
、
和
田
典
善
「
『往
生
要

集
」
に
お
け
る
滅
罪
」
(
『
印
仏
研
究
」
五
二
|
二
、
二
O
O
四)、

高
田
文
英
「
「
厭
離
横
土
」
に
つ
い
て
|
笹
田
教
彰
の
論
考
を
う

150 

け
て
|
」
(
『印
仏
研
究
』
五
三
|
二
、
二
O
O
五
)
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
中
、
片
岡
の
研
究
で
は
、
「
往
生
観
」
を
み
て
い

く
方
法
と
し
て
、
そ
の
人
が
往
生
と
い
っ
た
場
合
、
「
現
在
」
と
「
未

来
」
の
ど
ち
ら
に
重
点
を
お
い
て
考
え
て
い
る
か
、
す
な
わ
ち
、

「
現
在
」
の
場
合
は
「
此
土
往
生
」
、
「
未
来
」
の
場
合
は
「
彼
土

往
生
」
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
基
準
で
判
断
し
て
い
る
。
次

に
高
山
は
、

日
本
浄
土
教
に
お
け
る
伝
道
の
起
点
を
探
り
、
そ

の
中
の
源
信
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、

「往
生
要
集
』
を
中
心
に

研
究
し
て
い
る
。
ま
た
、
和
田
は
、
福
原
隆
善
「
源
信
に
お
け

る
滅
罪
」
(
「印
仏
研
究
」
二
九

|
二
、
一
九
八
こ
を
参
照
し
て

『往
生
要
集
」
に
説
か
れ
る
、

一
三
O
箇
所
以
上
に
の
ぼ
る
悌
悔

以
外
の
滅
罪
の
方
法
に
つ
い
て
、
こ
の
中
で
最
も
説
示
の
多
い

「
観
想
」
に
よ
る
滅
罪
が

『往
生
要
集
」
に
お
い
て
い
か
な
る
意

昧
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
、
ま
た
、
往
生
と
滅
罪

の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。
高
田
は
、
小
原
仁

「文
人
貴
族
の
系
譜
』
(
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
七
)
、
笹
田
教
彰

「
「
厭
離
競
土
」
考
|
摂
関
期
浄
土
教
を
め
ぐ
る
諸
問
題
|
」
(『日
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本
仏
教
の
形
成
と
展
開
」
、
二
O
O
二
)
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
、

『
往
生
要
集
』
に
説
か
れ
る
「
厭
離
横
土
」

の
思
想
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
る
。

(五
)
そ
の
他
の
著
作
(
源
信
撰

『大
乗
対
倶
会
務
』
に
つ
い
て
)

『大
乗
対
倶
舎
抄
」
に
つ
い
て
は
、
袴
谷
憲
昭
「
源
信
思
想
研

究
ー
第

一
部

「大
乗
対
倶
舎
抄
』
の
注
釈
的
研
究
|
(
一
)
」
(
『
駒

沢
短
期
大
学
仏
教
論
集
』
八
、

二
O
O
二
)
が
あ
り
、
こ
こ
で
袴

谷
は
、

『大
乗
対
倶
舎
抄
』
に
対
し
て
、

『往
生
要
集
』

の
方
が

末
法
到
来
と
い
う
世
相
と
も
マ

ッ
チ
し
て
流
行
す
る
こ
と
と
な

り、

『大
乗
対
倶
舎
抄
』

の
述
作
意
図
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た

と
し
た
上
で
、
源
信
は
当
時
の

「本
覚
思
想
」
の
隆
盛
に
危
倶

を
感
じ
て
『
大
乗
対
倶
舎
抄
」
を
著
し
た
の
で
は
な
い
か
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
源
信
に
ま
つ
わ
る
「
本
覚
思
想
」
や
「
往
生

思
想
」
に
つ
い
て
は
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
浸
透
し
て
い
る

が、

『大
乗
対
倶
舎
抄
』
に
関
連
し
た
側
面
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
な
い
と
し
て
、
こ
の
注
釈
的
研
究
を
通
し
て
そ
の
述
作
動

機
を
解
明
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

(六
)
そ
の
他
の
著
作

(伝
渥
信
撰
『
一
乗
要
決
』
・『観
心
略
要
集
』
・

『阿
弥
陀
経
略
羽
生

『一

乗
要
決
」
に
つ
い
て
は
、
関
戸
尭
海
「
源
信

『
一
乗

要
決
』

と
日
蓮
聖
人

(
I
)
」
(
『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』

一三
、
一
九
八
六
)
、
同
「
源
信
『

一
乗
要
決
」
と
日
蓮
聖
人

(H)
」

(
『
大
崎
学
報
』

一
四
二
、
一
九
八
六
)
、
士
山
雅
之
「
『

一
乗
要
決
」

の
研
究
」
(
「
龍
谷
大
学
大
学
院
紀
芝
九
、

一
九
八
八
)
、
関
戸
尭

海
「
『一

乗
要
決
」
と

『守
護
国
家
論
」
の
関
連
」
(
「
印
仏
研
究
』

四
四
|
一
、

一
九
九
五
)
、
道
元
徹
心
「
「一

乗
要
決
』
に
お
け
る

「一

乗
仏
性
究
克
論
」

の
引
用
態
度
」
(
『印
仏
研
究
』
四
七
|

一一
、
一
九
九
九
)
、
同
「
『一

乗
要
決
』
に
引
用
さ
れ
た
『
大
雲
経
」

に
つ
い
て
」
(
『印
仏
研
究
」
五

一
ーー
二
、
二
O
O三
)
な
ど
が
あ
る
。

関
戸
は
、
日
蓮
と
源
信
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
日
蓮
は
佐
渡
配

流
以
後
、
源
信
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
が
、
配
流
以
前
は
源
信

に
対
し
て
好
意
的
で
あ
る
と
し
、

『守
護
国
家
論
」
に
お
け
る
源

信
の
引
用
に
注
目
し
て
、
両
者
の
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も

『一

乗
仏
性
究
論
」
と
の
関
係
な
ど
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他
経
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
多
く
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
源
信

を
中
心
と
し
た

「一

乗
要
決
」
自
体
の
研
究
と
い
う
の
は
少
な

い
よ
う
で
あ
る
。

次
に

『観
心
略
要
集
』
に
つ
い
て
は
、
西
村
岡
紹
「
『
観
心
略

要
集
』
の
成
立
考
(
未
)
」
(
昂
仏
研
究
』

三
七
|
二
、
一
九
八
九
)
、

小
山
昌
純
「
「
観
心
略
要
集
』
撰
述
の
意
図
」
(
「仏
教
学
研
究

龍
谷
大
学
仏
教
学
会
』
五
二
、
一
九
九
六
)
な
ど
が
あ
る
。
『観

心
略
要
集
』
は
『
往
生
要
集
」
と
な
ら
ぶ
源
信
に
お
け
る
こ
大

主
著
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
本
書
に
関
す
る
研
究
は
、

研
究
書
の
際
に
挙
げ
た
西
村
岡
紹
・
末
木
文
美
士

『観
心
略
要

集
の
新
研
究
』
に
も
あ
る
、
偽
撰
説
の
検
討
が
中
心
と
な
る
。

偽
撰
説
に
つ
い
て
は
、
田
村
芳
朗

『鎌
倉
新
仏
教
思
想
の
研
究
」

(
平
楽
寺
書
底
、

一
九
六
五
)
や
奈
良
弘
元
「
源
信
の
著
作
に
つ

い
て
」
(
「宗
教
研
究
』
四
九
|三
、
一
九
七
六
)
、
末
木
文
美
士

「『観
心
略
要
集
』
の
撰
者
に
つ
い
て
」
(
「印
仏
研
究
』
二
七

|

一
、
一
九
七
八
)
な
ど
に
お
い
て
、
様
々
な
見
方
か
ら
偽
撰
説
が

提
唱
さ
れ
、
西
村
に
よ
っ
て
偽
撰
説
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
根

拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
が
偽
撰
で
あ
る

こ
と
が
確
定
さ
れ
た
。
近
年
で
は
そ
の
上
で
、
本
書
の
撰
者
や
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そ
の
撰
述
意
図
を
探
ろ
う
と
す
る
研
究
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

最
後
に

『阿
弥
陀
経
略
記
』
に
つ
い
て
は
、
長
野
寂
然
「
『阿

弥
陀
経
略
記
」
に
見
る
不
退
転
|
処
不
退
を
中
心
に
|
」
(
『
天

台
学
報
」
四
三
、
二
O
O
二
、
同
「
『阿
弥
陀
経
略
記
』
に
見
る

仏
身
」
(
「
天
台
学
報
』
四
四
、
二
O
O二
)
、
小
山
昌
純
「
源
信
撰

『阿
弥
陀
経
略
記
』
の
無
量
寿
三
諦
説
に
つ
い
て
」
(
『
印
仏
研
究
」

五

-

一
、
二
O
O
二
)
、
高
田
文
英
「
『阿
弥
陀
経
略
記
』
の
引

用
経
論
疏
と
そ
の
特
徴
」
(
「印
仏
研
究
」
五

一
1
1

一
、二
O
O
二
)、

長
野
寂
然
「
『阿
弥
陀
経
略
記
』
に
見
る
仏
土
」
(
「天
台
学
報
』

四
五
、

二
O
O
三
)
、
小
山
田
日
純
「
源
信
撰

『阿
弥
陀
経
略
記
」

関
す
る
考
察

東
京

大
学
総
A 

図
書
館
所
蔵
写
本
を
基

一
四、
二
O
O四
)
、
同
「
源
信
撰

『阿
弥
陀

経
略
記
』
に
お
け
る
現
生
不
退
転
説
の
思
想
的
展
開
」
(
『村
中
先

(「西
山
学
会
年
報
」

生
古
稀
記
念
論
文
集

大
乗
仏
教
思
想
の
研
究
」、
二
O
O
五
)

はな
ど

荷主
詮 Z
μPペ。

経」 雨
lこ弥
天陀
A 基昼
口;.ム

流お
の法
解釈

禁事
施あ
きる

号車
童話
皇軍
と止

し
て
、
ま
た
、

『阿
弥
陀
経
」
に
説
か
れ
る
仏
身
仏
土
の
源
信
に
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よ
る
解
釈
な
ど
が
み
ら
れ
る
書
と
し
て
近
年
盛
ん
に
研
究
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
「
阿
弥
陀
経
略
記
』
に
説
か
れ
る
源
信
独
自
の

無
量
寿
三
諦
説
は
、
阿
弥
陀
三
諦
説
の
源
泉
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
「
三
諦
説
」
成
立
の
解
明
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
(
小
山
「
源
信
撰

『阿
弥
陀
経
略
記
」
の
無
量
寿
三

諦
説
に
つ
い
て
」
参
照
)
。
こ
の
他
に
書
誌
学
的
な
問
題
(
小
山

「
源
信
撰

『阿
弥
陀
経
略
記
』
に
関
す
る
考
察
|
東
京
大
学
総
合

図
書
館
所
蔵
の
写
本
を
基
に
|
」
)
や
、
不
退
転
の
問
題
(
長
野
「
「阿

弥
陀
経
略
記
』
に
見
る
不
退
転
|
処
不
退
を
中
心
に
1

」
)
な
ど
、

多
く
の
課
題
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

「往
生
要
集
」
や

『観
心

略
要
集
」
と
並
ん
で
、
研
究
が
多
い
。

(
文
責

長
尾
隆
寛
)

『
安
養
集
』

『
安
養
抄
』

『浄
土
厳
飾
抄
』

二
)
『安
養
讐

『安
養
集
」
十
巻
は
、
宇
治
大
納
言
隆
国
(
一
O
O
四

一
O
七
七
)
が
比
叡
山
延
暦
寺
の
阿
閤
梨
数
人
の
協
力
を
得
て

編
纂
し
た
叡
山
浄
土
教
の
文
献
で
あ
り
、
編
纂
に
あ
た
っ
て
は

宇
治
平
等
院

一
切
経
蔵
に
お
さ
め
ら
れ
た
豊
富
な
典
籍
が
用
い

ら
れ
た
。
内
容
は

「往
生
要
集
』
の
科
門
に
な
ぞ
ら
え
て
「
厭

横
・
欣
浄
・
修
因
・
感
果
・
依
報
・
正
報
・
料
簡
」
の
七
門
か

ら
成
り
、
天
台
浄
土
教
に
関
す
る
九
十
五
の
論
題
を
立
て
、
そ

れ
に
関
連
す
る
浄
土
教
の
経
論
疏
の
要
文
(
計
七
百
七
十
五
文
)

を
抄
出
し
て
い
る
。
要
文
の
引
用
は
極
め
て
原
文
に
忠
実
で
あ
っ

て
取
意
文
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、

一
々
に
経
論
の
具
名
を
挙

げ
、
著
者
名
ま
で
併
記
し
て
い
る
。
全
篇
に
わ
た
っ
て
ま
っ
た

く
私
見
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
お
そ

ら
く
浄
土
教
に
関
す
る
談
義
問
答
に
用
い
る
た
め
の
参
考
資
料

集
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
以
前
に
著
述
さ

れ
て
い
た
良
源

『九
品
往
生
義
』
、
千
観

『十
願
発
心
義
』、
禅
議

『阿

弥
陀
新
十
疑
」、
源
信

「往
生
要
集
」
な
ど
に
続
く
叡
山
浄
土
教

の
典
籍
で
あ
り
、
十

一
世
紀
後
半
、
す
な
わ
ち
法
然
直
前
の
叡

山
浄
土
教
の
状
況
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
も
あ

る
。『
長
西
録
』
の
記
載
に
よ
り
、
本
資
料
が
鎌
倉
時
代
に
流
布

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
近
年
で
は
昭
和
初
年
に
坂
本
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西
教
寺
の
正
教
蔵
で
発
見
さ
れ
る
ま
で
全
く
注
目
を
浴
び
て
こ

な
か
っ
た
。

は
じ
め
に
こ
の
資
料
を
紹
介
し
た
の
は
戸
松
憲
千
代
「
宇
治

大
納
言
源
隆
園
の

『安
養
集
』
に
就
い
て
」
(
『大
谷
学
報
」

九

一二
、
一
九
三
八
)
で
あ
り
、
以
来
、
仏
教
界
の
み
な
ら
ず
文
学
や

史
学
の
分
野
か
ら
も
注
目
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。
恵
谷
隆

戒
「
源
隆
国
の
安
養
集
に
つ
い
て
」
(
『浄
土
教
の
新
研
究
』
所
収
、

山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
七
六
)
で
は
、

『安
養
集
』
が
多
く
の
古

供
書
を
引
抄
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
引
用
文
か
ら
智

光

『無
量
寿
経
釈
』、
義
寂
『
無
量
寿
経
述
義
記
』
、
龍
興

『観
無

量
寿
経
記
』
、
道
闇

「観
経
疏
」
の
復
元
を
試
み
て
い
る
。
佐
藤

哲
英
「
安
養
集
・安
養
抄
・浄
土
厳
飾
抄
」
(
『叡
山
浄
土
教
の
研
究
』

所
収
、
百
華
苑
、

一
九
七
九
)
で
は
、

『安
養
集
」
・
『安
養
抄
』

「浄
土
厳
飾
抄
』
の
三
書
の
成
立
時
期
や
相
互
関
係
を
検
討
し
た

上
で
、

い
ず
れ
も
十

一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
ま
で
に

成
立
し
た
文
献
で
あ
り
、
「
『往
生
要
集
」
成
立
以
後
に
お
け
る

学
風
の

一
面
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
し
て
、
叡
山
浄
土
教

に
お
け
る
思
相
省
〈
的
な
位
置
を
論
じ
て
い
る
。
大
谷
旭
雄
「
「安

養
集
」
の
成
立
に
関
す
る
諸
問
題
ー
と
く
に
成
立
期
と
編
纂
者
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群
の
想
定
|
」
(
恵
谷
先
生
古
稀
記
念

「浄
土
教
の
思
想
と
文

化
』、
同
朋
社
、

一
九
七
二
)
で
は
、
関
係
資
料
が
乏
し
い
と
断

り
つ
つ
も
、

『安
養
集
」
の
成
立
時
期
を
治
暦
三
年
か
ら
延
久

年
末
と
推
定
し
、
編
纂
関
係
者
に
つ
い
て
も
良
祐
、
範
胤
、
成
尋
、

樺
尾
阿
闇
梨
、
日
野
な
ど
を
想
定
し
た
上
で
、

「安
養
集
』
の
編

纂
に
台
密
諸
師
が
関
連
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
西
村
岡
紹
監
修
・
梯
信
暁
著

『宇
治
大
納
言
源
隆

国
編

本
文
と
研
究
』
が
出
版
さ
れ
、

『安
養
集
』
の

安
養
集

研
究
は
大
い
に
進
展
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
写
本
で
し
か
扱
え
な

か
っ
た
本
資
料
が
は
じ
め
て
翻
刻
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て

『安

養
集
』
の
利
便
性
が
飛
躍
的
に
上
昇
し
た
と
い
え
る
。
ま
た

近
年
、
梯
信
暁

『太
重
・平
安
期
浄
土
教
展
開
醤
が
提
出
さ
れ
、

最
新
の
研
究
成
果
が
報
告
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

『安
養
集
』

の
成
立
時
期
を
従
来
よ
り
も
さ
ら
に
絞
り
込
み
、
編
纂
事
業
の

開
始
時
期
を
「
『往
生
要
集
』
の
読
合
せ
が
終
わ
り
、
加
点
本
が

完
成
し
た
延
久
二
年
四
月
十
日
の
直
後
」
と
し
、
下
限
に
つ
い

て
も
、

「安
養
集
』
を
宋
国
に
も
た
ら
し
た
成
尋
(
一
O
一一

ー
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一
O
八
二

の
動
向
を
頼
り
と
し
て
、
延
久
三
年
の
二
月
、
遅

く
と
も
同
年
十
月
ま
で
と
推
定
し
て
い
る
。
従
来
か
ら
指
摘
さ

れ
て
い
た

「往
生
要
集
』
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な

検
討
を
行
っ
た
結
果
、

「安
養
集
」
が
科
門
や
論
題
の
立
て
方
な

ど
形
式
的
な
面
に
つ
い
て
は

「往
生
要
集
』
の
強
い
影
響
下
に

お
い
て
成
立
し
た
こ
と
は
確
か
と
し
つ
つ
も
、

一
方
で
同
じ
典

籍
を
引
用
す
る
場
合
で
も
問
題
意
識
の
異
な
り
が
見
ら
れ
る
点

や
両
者
の
引
用
箇
所
が
ほ
と
ん
ど
重
複
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

『安
養
集
』
が

『往
生
要
集
』
に
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
文
献
(
と

く

唐

誌
の
天
口

浄
土
教
典

葬
を
重
点
的

集
め

往

生
要
集
」
の
補
強
を
目
指
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
考
し
て
い
る
。
ま
た
、

『往
生
要
集
』
に
は
引
用
さ
れ
な
い
天

台
『
観
経
疏
』
を
、

『安
養
集
』
が
敢
え
て
重
視
す
る
点
に
つ
い

て
は
、
源
信
以
降
続
い
て
い
た
中
国
天
台
と
の
交
流
が
背
景
に

あ
り
、
宋
代
の
天
台
浄
土
教
の
主
た
る
研
究
対
象
が
天
台

「観

経
疏
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
比
叡
山
周
囲
に
も
そ
の
研
究
を

要
請
す
る
声
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
年
は
梯
に
よ
る
積
極
的
な

『安
養
集
」

研
究
が
あ
り
、
叡
山
浄
土
教
に
お
け
る
本
書
の
位
置
に
つ
い
て

も
徐
々
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
正
確
な
翻
刻
が
も

た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
す
で
に
試
み
ら
れ
て
い
た
古
供
書

に
つ
い
て
も
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
柴
田
泰
山

『善
導
教

学
の
研
究
」
(
山
喜
房
仏
書
林
、

二
O
O六
)

で
は
す
で
に
行
わ

れ
て
い
た
道
闇

『観
経
疏
」

の
復
元
の
補
正
と
、
新
た
に
靖
遁

『称
讃
浄
土
教
疏
』
の
復
元
が
行
わ
れ
て
い
る
。
龍
興
の

『観
経

記
」
に
つ
い
て
も
本
書
を
利
用
し
た
研
究
(
同
「
龍
興

「観
経
記
」

に
つ
い
て
」

『浄
土
学
」
四
十
四
、

二
O
O七
)
が
な
さ
れ
て
お
り
、

中
国
浄
土
教
研
究
に
対
し
て
も
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

(
二
)
『安
養
哲

『安
養
抄
」
七
巻
は
、
浄
土
教
に
関
す
る
諸
論
題
を
取
り
上
げ
、

経
論
書
類
の
要
文
を
抄
出
し
た
文
献
で
あ
る
。
成
立
は
『安
養
集
』

の
直
後
、
白
川
院
政
期
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
。
内
容
は
八
十
五

の
論
題
(
梯
信
暁
は
八
十
五
と
し
、
佐
藤
哲
英
は
八
十
六
、

『浄

土
宗
大
辞
典
」
で
は
七
十
八
と
な
っ
て
い
る
)
を
挙
げ
て
、
そ

れ
に
経
論
疏
の
要
文
を
添
え
て
い
る
。
論
題
の
名
称
や
要
文
の
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抄
出
な
ど
の
形
式
は
先
に
成
立
し
た

『安
養
集
」
に
酷
似
し
て

お
り
、
『安
養
集
』
に
模
し
て
製
作
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し

『安
養
集
』
と
比
較
す
る
と
、
短
文
の
引
用
が
多
く
、
経
論
名
や

著
者
名
に
つ
い
て
略
名
、
異
名
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
読
者
に

は
不
親
切
な
部
分
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
天
台
浄
土
教
へ
の

関
心
が
よ
り
顕
著
で
あ
り
、
浄
土
教
以
外
の
文
献
も
多
く
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
編
者
に
つ
い
て
は
、

「長
西
録
」
に
「
教
月
房
良
慶
」

と
伝
え
る
が
生
存
年
代
の
矛
盾
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、
現
在
の
と

こ
ろ
編
者
未
詳
と
さ
れ
る
。
東
大
寺
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

た
平
安
期
末
の
古
写
本
が

『大
正
新
修
大
蔵
経
』
八
十
四
巻
に

お
さ
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、

『安
養
集
』
よ
り
早
く
に
そ
の
存
在

が
知
ら
れ
て
い
た
。

『安
養
抄
』
に
関
す
る
研
究
は
、
戸
松
憲
千
代
「
「安
養
抄
』

に
引
用
せ
ら
れ
た
る

「往
生
論
疏
』
に
就
い
て
」
(
『仏
教
研
究
」

=
了

一
、
一
九
三
九
)
、
八
木
美
恵

三
安
養
抄
』
に
現
れ
た
る

「往

生
要
集
」
に
就
い
て
」
(
『龍
谷
学
報
』
三
二
五、

一
九
三
九
)
な

ど
、
ま
ず
は
引
用
文
献
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
た
。

新
井
俊
夫
「
安
養
抄
に
つ
い
て
」
(
「大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』

三
、
一
九
七
九
)
で
は

「安
養
抄
」
自
体
を
取
り
上
げ
、
撰
者
に
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関
す
る
検
討
と

『往
生
要
集
』
と
の
関
係
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

新
井
は
撰
者
に
つ
い
て
浄
土
教
思
想
が
あ
っ
た
か
否
か
不
明
で

あ
る
が
、
「
『安
養
抄
」
の
撰
者
を
教
月
房
良
慶
と
見
る
こ
と
が

現
在
の
資
料
か
ら
は
判
断
し
て
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
し

て
、
良
慶
を
支
持
し
て
い
る
。

一
方
、
佐
藤
哲
英
(
『叡
山
浄
土

教
の
研
究
」)
は
、

『安
養
抄
』
が
白
川
院
の
要
請
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
と
い
う

『長
西
録
」
の
記
事
が

三
井
寺
良
慶
の
生
存

年
代
(
一
一
一

八

|
一二

O
二
)
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、

も
し
良
慶
を
編
者
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
別
の
良
慶
を
想
定
せ
ね

ば
な
ら
ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
作
者
未
詳
と
し
て
お
く
べ
き
と
の

見
解
を
示
し
て
い
る
。
近
年
で
は
、
梯
信
暁
が
本
文
献
を
取
り

上
げ
、

『安
養
集
」
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
「
『安
養
抄
」
の
論
題

名
は
義
科
の
論
題
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
」
と
し
、
義
科
集
と
し

て
の
形
式
が
よ
り
整
理
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
概
し
て
、
本
文
献
に
対
す
る
研
究
は
少
な
く
、

『安
養
集
」『
浄

土
厳
飾
抄
」
と
の
綿
密
な
比
較
を
通
じ
た
研
究
が
待
望
さ
れ
る
。
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(三
)『
浄
土
厳
飾
世

「浄
土
厳
飾
抄
』

一
巻
も
ま
た
叡
山
浄
土
教
に
関
す
る
論
議
書

で
あ
り
、
佐
藤
哲
英
が
青
蓮
院
吉
水
蔵
よ
り
鎌
倉
末
期
の
写
本

を
発
見
し
、

は
じ
め
て
学
界
に
報
告
さ
れ
た
。
内
容
と
し
て
は

浄
土
教
に
関
す
る
四
十
の
論
題
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の

論
目
は

『安
養
抄
』
の
前
半
の
そ
れ
と
完
全
に

一
致
す
る
。
お

そ
ら
く

「安
養
抄
』
の
後
半
に
対
応
す
る
箇
所
も
存
在
し
た
と

予
想
さ
れ
る
が
現
存
し
て
い
な
い
。
経
論
疏
の
引
用
に
つ
い
て

は、

『安
養
抄
』
以
上
に
短
文
の
も
の
が
多
く
、
要
文
の
取
意
文

や
省
略
も
多
い
。
特
徴
と
し
て
は
本
文
が
問
答
体
で
構
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
成
立
は
十
二
由
紀
は
じ
め
頃
と
さ

れ
る
。
本
文
献
に
関
す
る
論
文
と
し
て
は
、
佐
藤
哲
英

『叡
山

浄
土
教
の
研
究
』
、
西
村
問
紹
「
青
蓮
院
蔵
浄
土
厳
飾
抄
に
つ
い

て
」
(
『
叡
山
学
報
』
二
四、

一
九
六
五
)
、
梯
信
暁

『奈
良

・
平
安

期
浄
土
教
展
開
論
』
な
ど
が
あ
る
。

『
安
養
集
』
『
安
養
抄
』「
浄
土
厳
飾
抄
」
と
い
う

一
連
の
文
献

は
十

一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
は
じ
め
頃
に
成
立
し
て
お
り
、

天
台
浄
土
教
の
義
科
が
次
第
に
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
状
況
を
指
し

示
し
て
い
る
。
佐
藤
哲
英
は
叡
山
浄
土
教
の
展
開
を
研
究
す
る

際
の
ダ
l
ク
エ
l
ジ
と
し
て
、
源
信
以
後
か
ら
法
然
ま
で
の
期

聞
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
資
料
が
希
少
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
(
佐
藤
哲
英

『叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
二
一

八

頁
j
)
。
法
然
の
修
学
時
期
を

一一

四
七
年
か
ら

七
五
年
頃

と
す
れ
ば
、
当
時
の
叡
山
で
は
『
往
生
要
集
」
と
と
も
に
こ
れ

ら
の
文
献
が
重
宝
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
た
だ
し
、

『往
生
要
集
」
に
お
い
て
は
天
台

『観
経
疏
』

を
ま
っ
た
く
用
い
な
い
の
に
対
し
て
、

「安
養
集
」『
安
養
抄
」

『
浄
土
厳
飾
抄
』
で
は
、
天
台

『観
経
疏
」
を
は
じ
め
と
す
る
天

台
宗
の
典
籍
を
重
視
す
る
傾
向
が
徐
々
に
顕
著
と
な
っ
て
ゆ
く
。

そ
の
あ
た
り
の
事
情
が
法
然
の
著
作
群
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

文
献
が
表
面
化
し
な
い
理
由
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の

後
、
叡
山
浄
土
教
で
は
「
九
品
往
生
義
」
と
い
う
義
科
の
論
目

が
十
三
世
紀
頃
後
期
に
登
場
し
、

そ
の
中
で
浄
土
教
の
諸
問
題

が
論
じ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。

(
文
責

工
藤
量
導
)
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E
l
l…川

高
野
山
浄
土
教
に
関
す
る
研
究

一
、
覚
鎧
(
一

O
九
五
l
二
四
三
)

興
教
大
師
覚
鍍
は
、
弘
法
大
師
空
海
(
七
七
四
|
八
三
五
)

の
真
言
密
教
を
再
興
し
た
高
野
山
中
興
の
祖
師
で
あ
り
、
新
義

系
真
言
宗
の
派
祖
と
し
て
広
く
信
仰
さ
れ
、
今
日
ま
で
真
言
宗

智
山
・
豊
山
両
派
を
中
心
に
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
覚
鍵
が
活
躍
し
た
平
安
時
代
末
期
(
院
政
期
)

で
は
、

南
都
の
旧
仏
教
と
平
安
の
二
宗
で
あ
る
天
台
宗
と
真
言
宗
が
そ

れ
ぞ
れ
発
展
し
て
い
く

一
方
で
、
末
法
思
想
の
流
行
に
伴
い
浄

土
教
信
仰
が
次
第
に
弘
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代

の
思
潮
に
合
わ
せ
て
、
覚
鍍
は
浄
土
往
生
思
想
と
真
言
密
教
と

を
融
合
し
、
真
言
宗
の
普
門
大
日
知
来
の
立
場
か
ら
「
大
日
即

弥
陀
、
密
厳
即
極
楽
」
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
浄

土
教
の
念
仏
思
想
を
真
言
密
教
の
実
践
体
系
に
取
り
入
れ、

真

一口
念
仏
あ
る
い
は
秘
密
念
仏
と
よ
ば
れ
る
密
教
的
念
仏
思
想
を

確
立
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
密
教
的
浄
土
教
の
提
唱

者
で
あ
る
覚
鎮
の
思
想
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
高
野
山
浄
土
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教
、
す
な
わ
ち
真
言
密
教
に
受
容
さ
れ
た
浄
土
往
生
思
想
の

端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
、
覚
鍍
研
究
は
法
然
へ
と
至
る
日

本
浄
土
教
の
展
開
を
み
て
い
く
う
え
で
も
き
わ
め
て
重
要
な
研

究
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
項
で
は
こ
れ
ま
で
の

覚
鍵
研
究
を
回
顧
し
、
覚
鍍
の
伝
記
、
著
作
、
教
学
(
主
に
浄

土
往
生
思
想
)
に
関
す
る
先
行
研
究
の
整
理
と
研
究
史
の
作
成

を
試
み
た
い
。

(
一
)
覚
鍍
の
伝
記
に
つ
い
て

ま
ず
、
覚
鍍
の
伝
記
資
料
そ
の
も
の
を
取
り
扱
っ
た
研
究
と
し

て
は
、

三
浦
章
夫

「興
教
大
師
伝
記
史
料
全
集
」
第

一
編
・
第

二一
編
(
興
教
大
師
八
百
年
御
遠
忌
事
務
局
出
版
部
、

一
九
四
二
)

が
あ
る
。
本
全
集
の
第

一
編
「
伝
記
」
に
は
覚
鍍
の
広
伝
(
「霊

瑞
縁
起
』
二
巻、

『密
厳
上
人
縁
起
』

一
巻、

『密
厳
上
人
行
状

記
」
三
巻、

『興
教
大
師
行
状
図
記
」
三
巻
な
ど
て
略
伝
(
『根

来
寺
文
書

長
谷
寺
文
書

大
伝
法
院
開
祖
上
人
伝
記
略

な
ど
て
僧
伝
の
抄
録
(
「元
亨
釈
書
』
五、

『真
言
伝
』
七、

『本
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朝
高
僧
伝
』
十
二
な
ど
て
年
譜
(
『
高
野
春
秋
』
六
、
『
結
網
集
」

上、

「興
教
大
師
年
譜
和
讃
』
二
巻
な
ど
)
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

同
じ
く
第
二
編
「
史
料
」
に
は
覚
鎮
の
業
績
、
諸
寺
建
立
、
学
芸
、

示
寂
、
遺
芳
追
懐
に
関
す
る
諸
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
覚
鍵
の
伝
記
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
中
野
達
慧

『興

教
大
師
正
伝
』
(
世
相
軒
、

一
九
三
四
)
、
那
須
政
隆

『興
教
大
師
伝
』

(
興
教
大
師
八
百
年
遠
忌
局
出
版
部
、

一
九
四

一
)
が
あ
る
。
た

だ
し
、
前
者
は
主
と
し
て
覚
鎮
の
滅
後

一
四
九
年
の
正
応
五
年

(
一二
九
二
)
に
覚
満
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た

『高
野
山
大
伝
法

院
本
願
霊
瑞
井
寺
家
縁
起
』
(
以
下

『霊
瑞
縁
起
」
と
略
称
)

一一

巻
と
、
南
北
朝
時
代
以
降
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
著
者
不

明
の

『伝
法
院
本
願
覚
鍛
上
人
縁
起
』
(
以
下

『密
厳
上
人
縁
起
」

と
略
称
)

一
巻
の
い
わ
ゆ
る
覚
鎮
の
遺
徳
を
讃
仰
す
る
立
場
か

ら
記
述
さ
れ
た
縁
起
類
の
み
に
依
っ
て
い
る
と
い
う
難
点
が
あ

り
、
後
者
は
そ
の
出
版
の
性
格
上
、
ま
た
許
容
さ
れ
る
紙
数
の

関
係
上
、
平
易
な
記
述
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
し
か
も
、
党
鍛
の
伝
記
資
料
は
前
掲
の
縁
起
類
を
除

い
て
早
く
か
ら
煙
滅
し
て
し
ま
い
、
残
さ
れ
た
資
料
も
高
野
山

と
根
来
寺
の
相
反
す
る
立
場
で
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、

そ
の
間
に
妥
当
な
見
解
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
と
さ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
研
究
状
況
の
中
で
、
櫛
田
良
洪

「覚
銀
の
研
究
』
(吉

川
弘
文
館
、

九
七
五
)
で
は

『根
来
要
書」

を
主
な
資
料
と
し
、

そ
の
他
に
も

『高
野
山
文
書
』
や

『
三
宝
院
文
書』
、
さ
ら
に
は

新
出
資
料
と
な
る
諸
寺
秘
蔵
の
古
文
書

・
古
写
本
類
な
ど
を
駆

使
し
て
、
純
粋
な
歴
史
学
の
視
点
か
ら
覚
鍍
の
伝
記
を
再
構
成

し
て
い
る
。
以
後
、
覚
鍵
研
究
は
大
き
く
発
展
し
、
近
年
刊
行

さ
れ
た
研
究
書
と
し
て
は
宮
坂
宥
勝
「
覚
銀
小
伝
」
(
同

『興
教

大
師
撰
述
集
』
下
巻
、
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
七
七
)
、
松
崎
恵

水

『興
教
大
師
覚
鍛
上
人
伝
』
(
真
言
宗
豊
山
派
、

一
九
九
O
)、

勝
又
俊
教

『興
教
大
師
の
生
涯
と
思
想
」
(
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
九
二
)
、
吉
田
宏
哲

『
覚
鍍
』

(『浄
土
仏
教
の
思
想
』
七、

講
談
社
、

一
九
九
三
)
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
純
粋
な
学
術
的
研

究
書
で
は
な
い
が
、
覚
鍛
の
伝
記
を
ま
と
め
た
単
著
と
し
て
福

田
亮
成

『興
教
大
師
覚
鍵
上
人
入
門
ー
そ
の
歩
ま
れ
た
道
|
」
(ノ

ン
ブ
ル
社
、

一
九
九
O
)、
へ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・フェ

l

レ
(
著
)
・
木
村
秀
明
・白
石
凌
海
(
訳
)
『即
身
成
仏
へ
の
情
熱
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覚
鐸
上
人
伝
』
(
ノ
ン
ブ
ル
社
、

一
九
九
八
)
な
ど
も
出
版
さ
れ

て
い
る
。

続
い
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
も
と
づ
く
覚
鍍
の
年
譜
と
し
て

は
、
櫛
田
良
洪
「
関
係
略
年
譜
」
(
前
掲

『覚
鎮
の
研
究
」)
、
宗

史
研
究
室
「
興
教
大
師
略
年
譜
」
(
『現
代
密
教
』
二
、
一
九
九
O
)

勝
又
俊
教
「
興
教
大
師
略
年
譜
」
(
同
「興
教
大
師
の
生
涯
と
思
想
」

山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
九
二
)
、
吉
田
宏
哲
「
覚
鍍
略
年
譜
」
(
前

掲

「浄
土
仏
教
の
思
想
」
七
)
、
興
教
大
師
八
百
五
十
年
御
遠
思

記

出
版
教
学
篇
編
纂
委
員
.b.. 
~ 

興
教
大
師
覚
鍍
略
年
譜

同

『興
教
大
師
覚
鍵
写
本
集
成
」
四
、
法
蔵
館
、

一
九
九
七
)
な

ど
の
略
年
譜
が
あ
り
、
ま
た
苫
米
地
誠

『興
教
大
師
覚
鍛
聖

人
年
譜
」
上

・
下
巻
(
ノ
ン
ブ
ル
社
、

二
O
O
二
)
で
は
、
白

河
天
皇
が
退
位
し
て
上
皇
と
な
り
、
院
政
を
始
め
た
応
徳
三
年

(

一

O
八
六
)

か
ら
、
覚
鎮
の
最
大
の
外
護
者
で
あ
っ
た
鳥
羽
上

皇
が
崩
御
し
た
保
元
元
年
(
一一

五
六
)
ま
で
を
範
囲
と
し
て

定
め
、
覚
鍍
の
生
涯
の
事
跡
を
当
時
の
時
代
背
景
や
社
会
状
況
、

特
に
院
政
期
に
お
け
る
仏
教
界
の
動
向
の
中
で
捉
え
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、
覚
鍛
伝
記
載
の
重
要
事
項

一
々
に
関
す
る
論

考
と
し
て
、
松
崎
恵
水
「
興
教
大
師
復
興
の
伝
法
会
に
つ
い
て
」
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(『成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
芝

一
五、

一
九
九
二
)
は
、
覚
鎮
の

伝
法
会
復
興
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
再
考
を
試
み
て
お
り
、

苫
米
地
誠

一
「
藤
津
荘
と
仁
和
寺
成
就
院
|
覚
鍍
伝
を
め
ぐ
っ

て
」
(
「智
山
学
報
」
四
八
、

一
九
九
九
)

で
は
、
覚
鎮
の
誕
生
し

た
肥
前
国
藤
津
壮
と
、
こ
れ
を
荘
園
と
し
た
仁
和
寺
成
就
院
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
同
じ
く
苫
米
地
誠

「
大
伝
法
院
襲
撃

事
件
と
不
動
化
現
説
苧
l
覚
鍍
の
伝
記
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『智
山
学

報
」
四
九
、

二
0
0
0
)
で
は
、
保
延
六
年
(
二

四
O
)
十

月
に
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
金
剛
峰
寺
方
悪
僧
に
よ
る
大
伝
法
院

密
厳
院
襲
撃
事
件
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
検
討
が
行
わ
れ

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
覚
鎮
の
伝
記
に
関
し
て
は

「霊
瑞
縁
起
』

『密

厳
上
人
縁
起
」
な
ど
の
基
礎
資
料
に
加
え
、
新
た
に
発
見
さ
れ

た
諸
寺
秘
蔵
の
古
文
書

・
古
写
本
類
な
ど
に
よ
り
、
覚
鍍
と
そ

の
門
流
で
あ
る
高
野
山
大
伝
法
院
方
と
の
関
係
、
金
剛
峰
寺
と

の
対
立
、
仁
和
寺
お
よ
び
そ
の
末
寺
に
関
す
る
記
事
の
整
理
を

中
心
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
今
後
は
新
出
資
料
を
含
め



研究ノ ート

諸
伝
記
に
収
録
さ
れ
て
い
る
覚
鍍
伝
そ
の
も
の
の
再
検
討
、
あ

る
い
は
覚
銀
が
生
き
た
平
安
時
代
末
期
に
お
け
る
仏
教
界
の
動

向
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
が
求
め
ら
れ
る
。

(二
)
日
本
仏
教
史
・
浄
土
教
史
に
お
け
る
覚
鍍

日
本
仏
教
史
上
に
お
け
る
覚
鎮
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は

大
屋
徳
城
『
日
本
仏
教
史
の
研
究
』
全
三
巻
(
東
方
文
献
刊
行

会、

一
九
二
八
)
、
辻
善
之
助

『日
本
仏
教
皐

「
上
世
篇
」
(
岩

波
書
庖
、

一
九
四
四
)
、
櫛
田
良
洪

『真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
」

(
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
六
四
)
、
櫛
田
良
洪

『続
真
言
密
教
成

立
過
程
の
研
究
」
(
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
七
九
)
な
ど
に
詳
し

く
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
櫛
田
[
一
九
七
九
]
は
真
言
密
教
(
東
密
)

の
成
立
過
程
を
上
古
・
中
古

・
近
世
と
三
つ
の
時
代
に
区
分
し

特
に
中
古
の
新
義
教
団
の
成
立
に
つ
い
て
、
覚
鍛
の
生
涯
と
そ

の
教
学
を
中
心
に
論
を
進
め
て
い
る
。

ま
た
、
日
本
浄
土
教
史
上
に
お
け
る
覚
鍍
に
つ
い
て
は
、
石

田
充
之

『日
本
浄
土
教
の
研
究
』
(
百
華
苑
、

一
九
五
二
)
、
石

田
瑞
麿

『浄
土
教
の
展
開
」
(
春
秋
社
、

一
九
六
七
)
、

井
上
光

貞
『
新
訂

日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
(山
川
出
版
社
、

一
九
七
五
)
、
五
来
重

「高
野
聖
』
(
角
川
選
書
、

一
九
七
五
)

な
ど
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
平
安
時
代
に
お
け
る
高
野
山
史
を
あ

と
づ
け
な
が
ら
、
高
野
山
浄
土
教
の
形
成
お
よ
び
崩
壊
の
過
程

の
中
で
、
念
仏
聖
と
し
て
の
覚
鍍
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

(三
)
覚
鐘
の
著
作
に
つ
い
て

覚
鎮
の
著
作
集
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
に

「密
厳
遺
珠
録
」

一
巻、

『密
厳
遺
教
録
』
四
巻
、

「密
厳
諸
秘
釈
』
十
巻
が
す
で

に
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、

全
集
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
富
田

鞍
純
・
小
林
正
盛
・
荒
木
良
仙

『興
教
大
師
全
集
』

一
巻
(
加

持
世
界
社
、

一
九
O
九
)
が
そ
の
幡
矢
と
な
る
。
し
か
し
、
こ

れ
に
は
事
相
関
係
の
多
く
の
も
の
や
、
伝
法
会
談
議
の
聞
書
で

あ
る

「
真
言
宗
談
義
聴
聞
集
」
(
以
下
『
打
開
集
」
と
略
称
)
が

収
録
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
た
め
、
そ
の
後
、
現
存
す
る
覚
鍛
の

著
作
と
し
て
教
相
事
相
お
よ
び
講
式
・
消
息

一七
部

一
三
O

巻
、
そ
の
他
事
相
上
の
口
決
・
印
信
五
五
部
六
八
通
を
収
録
し

た
中
野
達
慧
(
編
輯
)
・
富
田
鞍
純
(
校
訂
)

『興
教
大
師
全
集
』
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上
・
下
巻
(
世
相
軒
、

一
九
三
五
)
が
刊
行
さ
れ
、
後
学
の
研

究
に
多
大
な
便
宜
と
示
唆
を
与
え
た
。
本
全
集
は
覚
鎮
の
著
作

を
教
相
編
(
上
・下
)
、
事
相
編
(
上
・下
)
、
内
観
編
(
上
・下)、

雑
纂
編
、
孝
養
集
の
五
類
に
分
け
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
思
想
内
容

種
類
別
に
よ
っ
て
細
か
く
分
類
し
て
い
る
。
ま
た
、
著
作
の
真

偽
問
題
に
つ
い
て
も

一
応
検
討
を
加
え
た
う
え
で
偽
作
を
排
し
、

一
巻
本
の
全
集
に
は
未
収
の
も
の
も
数
多
く
収
載
し
て
い
る
。

た
だ
し
そ
の
反
面
、

一
巻
本
の
全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
た

『無

常
導
師
表
白

御
影
供
導
師
表
白

ヲ|
導
次
第

な
ど
は
収

載
さ
れ
ず
、

「諸
流
通
用
口
決
』
も
省
か
れ
て
い
る
。

次
い
で
、
宮
坂
宥
勝

『興
教
大
師
撰
述
集
」
上

・
下
巻
(
山

喜
房
仏
書
林
、

一
九
七
七
)
は
、

二
巻
本
の
全
集
を
底
本
と
し

な
が
ら
校
訂
を
行
い
つ
つ
も
、
そ
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
事

相
関
係
の
も
の
は
除
か
れ
て
お
り
、
ま
た
覚
鍍
が
復
興
し
た
伝

法
会
の
談
義
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
唯

一
の
資
料
で
あ

る

『打
開
集
』
も

一
部
省
か
れ
て
い
る
。

一
方、

『不
動
和
讃
』

一
巻
を
新
た
に
加
え
、
ま
た
党
鍍
関
係
の
新
出
資
料
と
し
て

金
沢
文
庫
古
文
書
(
所
務
篇
)
五
二
六
二

冨
暦
寺
衆
徒
申
状
』

同
じ
く
(
仏
事
篇
)
六
回
八
五

「即
身
成
仏
法
』
、
六
六
六
六

『臨
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終
印
明
』
の
三
点
が
原
文
の
ま
ま
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
興
教
大
師
八
百
五
十
年
御
遠
思
記
念
出
版
編
纂
委

員
会

『興
教
大
師
著
作
全
集
」
全
六
巻
(
真
言
宗
豊
山
派
宗
務

所
興
教
大
師
八
百
五
十
年
御
遠
思
記
念
事
業
委
員
会
、

九
九

ー
一
九
九
四
)

は
、
後
学
に
対
す
る
研
究
資
料
の
提
供
を
動
機

と
し
て
編
纂
さ
れ
、
偽
作
と
判
別
さ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
そ

の
疑
い
を
も
た
れ
る
も
の
も
含
め
、
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
覚

銀
の
著
作
す
べ
て
に
対
し
て
本
文
の
書
き
下
し
と
訳
注
を
付
し

底
本
と
な
る
二
巻
本
の
全
集
の
原
文
を
収
載
し
て

一
々
に
解
説

を
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
興
教
大
師
八
百
五
十
年
御
遠
思
記
念

出
版
教
学
篇
編
纂
委
員
会

『興
教
大
師
覚
鍍
写
本
集
成
』
全
四

巻
(
法
蔵
館
、

一
九
九
七
)

は
、
覚
鎮
の
著
作
と
さ
れ
る
現
存

古
写
本
の
中
か
ら
、
宗
義

・
学
術
資
料
と
し
て
貴
重
な
文
献
を

精
選
し

そ
れ
ら
に
解
題
を
付
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
り
、

(
一
)
教
相
編
、
(
二
)
事
相
編
、
(
三
)
内
観
編
、
(
四
)
雑
纂
編
、

(
五
)
孝
養
集
の
五
編
に
わ
た
り
、
合
計

一
七
三
部
も
の
著
作
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。
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な
お
、
こ
れ
ら
覚
鎮
の
著
作
に
関
す
る
体
系
的
研
究
は
、
中

野
達
慧
「
興
教
大
師
御
撰
述
に
対
す
る
書
史
学
的
研
究
」
(
「密

教
研
究
』
二
九、

一
九
二
八
)
、
同
「
興
教
大
師
御
撰
述
に
対
す

る
書
史
学
的
研
究
(
二
)
」
(
「密
教
研
究
」
三
O
、
一
九
二
八)、

同

興
教
大
師
御
撰
述

対
す
る
書
史
学
的
研
町内守

;Ju 

密

教
研
究
』
三
一

、
一
九
二
八
)
、
同
「
興
教
大
師
御
撰
述
に
対
す

る
書
史
学
的
研
究
(
承
前
)
」
(
『密
教
研
究
」
三
二
、
一
九
二
九)、

同
「
興
教
大
師
御
撰
述
に
対
す
る
書
史
学
的
研
究
|
伝
法
潅
頂

の
諸
問
題
に
関
し
て
」
(
『密
教
研
究
』
一
二
三
、
一
九
二
九
)
、
同

「
興
教
大
師
御
撰
述
に
対
す
る
書
史
学
的
研
究
|
血
肱

・
印
信

諸
尊
法
に
関
し
て
」
(
『密
教
研
究
」
三
四
、
一
九
二
九
)
、
同
「
興

教
大
師
御
撰
述
に
対
す
る
書
史
学
的
研
究
|
講
式

・
表
白

・
願

文

・
密
観
に
関
し
て
」
(
『密
教
研
究
』
三
五、

一
九
二
九
)
、
同

「
興
教
大
師
御
撰
述
に
対
す
る
書
史
学
的
研
究
|
秘
密
念
仏
詞
藻

文
筆
に
関
し
て
」
(
『密
教
研
究
』
三
六、

一
九
三

O
)
以
来
、
久

し
く
絶
え
て
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
個
々
の
代
表

的
著
作
に
関
し
て
は
、
松
崎
恵
水
「
興
教
大
師
覚
鍵
の

一
期
大

要
秘
密
集
に
つ
い
て
」
(『印
仏
研
究
』
二
O
|
二
、
一
九
七
二
)、

松
崎
恵
水
「
興
教
大
師
覚
鎮
の
真
筆
本
に
つ
い
て
」
(
「印
仏
研

究
』
二
一

ー
二
、
一
九
七
三
)
、
栗
山
秀
純

「
「五
輪
九
字
明
秘
密

釈
』」
(
『日
本
仏
教
史
学』

一
七、

一
九
八

一
)
、
松
崎
恵
水

「『孝

養
集
」
に
つ
い
て
」
(
『密
教
学
研
究
』

二

O
、
一
九
八
八
)
、
向

井
隆
健
「
『一

期
大
要
秘
密
集
』
の
撰
者
考
」
(『密
教
学
研
究
」

二
三
、
一
九
九

二
、
真
鍋
俊
照

「金
沢
文
庫
本
建
長
六
年
写
の

『五
輪
九
字
明
秘
密
釈
」
に
つ
い
て
」
(
『成
田
山
仏
教
研
究
所
紀

芝

一
五、

一
九
九
二
)
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
思
想
内
容
、
思

想
史
的
意
義、

真
言
教
学
史
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
な
ど
が
論

じ
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
教
義
的
解
説
も
施
さ
れ
て
い
る
が

一
一
一
O
余
部
に
も
お
よ
ぶ
著
作
の
真
偽
問
題
、
成
立
年
代
、
思

想
史
的
意
義
な
ど
に
関
す
る
体
系
的
研
究
は
き
わ
め
て
少
な
い

弁
}
い
、
ぇ
4
h
v

。

こ
の
他
、
覚
鎮
の
教
学
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
思
想

的
背
景
を
探
求
す
る
と
と
も
に
、
覚
鍵
自
身
の

一
生
涯
に
お
け

る
思
想
的
展
開
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
た
め
の
基
礎

的
作
業
と
し
て
著
作
の
撰
述
年
代
の
確
認
、
あ
る
い
は
推
定
が

不
可
欠
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
、
松
崎
恵
水

「興
教
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大
師
の
撰
述
に
つ
い
て
」
(
『
豊
山
教
学
大
会
紀
芝
三
、
一
九
七
五
)

は
、
覚
鍍
の
著
作
の
中
で
撰
述
年
代
の
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の

を
抽
出
し
、

そ
れ
ら
が
信
用
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を

検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
撰
述
年
代
の
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
著
作
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
、
登
場
人
物
、

行
歴
な
ど
か
ら
そ
の
撰
述
年
代
を
推
定
し
て
お
り
、
覚
鎮
の
思

想
変
遷
を
み
て
い
く
際
に
は

一
助
と
す
べ
き
研
究
で
あ
る
。

(
四
)
首
謀
の
教
学
に
つ
い
て

a
.
総
論

覚
鎮
の
教
学
に
関
し
て
は
、
那
須
正
隆

「五
輪
九
字
秘
釈
の

研
究
』
(
法
蔵
館
、

一
九
三
六
)
や
へ
ン
ド
リ
ッ
ク

・
フ
ァ
ン

デ
ル
・
フ
ェ

l
レ

(
著
)
・
白
石
凌
海
(
訳
)
『
五
輪
九
字
明
秘

密
釈
の
研
究
』
(
ノ
ン
ブ
ル
社
、

二
O
O三
)
な
ど
が
あ
り
、
覚

鍍
の
教
学
が
最
も
体
系
的
に
説
か
れ
て
い
る

「五
輪
九
字
明
秘

密
釈
』

一
巻
を
中
心
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
前
者

は

一
密
成
仏
説
、
唯
信
思
想
、
秘
密
念
仏
説
、
解
字
門
、
道
教

と
仏
教
と
の
融
会
な
ど
、

『五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
に
お
け
る
教

義
上
の
問
題
を
網
羅
し
た
唯

一
の
研
究
書
で
あ
り
、

一
九
九
七
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年
に
再
版
さ
れ
て
以
降
、
今
日
の
覚
鍍
研
究
の
基
盤
と
な
っ
て

い場。
。

ま
た
、
松
崎
恵
水

「平
安
密
教
の
研
究
|
興
教
大
師
覚
鍍
を

中
心
と
し
て
|
」
(
吉
川
弘
文
館
、

二
O
O二
)
は
、
空
海
以
後

の
真
言
宗
、
す
な
わ
ち
東
密
の
展
開
に
つ
い
て
、
覚
鍍
の
教
学

を
中
心
に
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
覚
鎮
の
教
学

に
つ
い
て
は
代
表
的
な
著
作
と
さ
れ
る

「真
言
浄
菩
提
心
私
記
」

一
巻、

「五
輪
九
字
明
秘
密
釈
」一

巻、

『一

期
大
要
秘
密
集
』一

巻、

「孝
養
集
」
三
巻
な
ど
を
取
り
上
げ
、
空
海
教
学
と
の
関
わ
り
を

念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
そ
の
背
景
思
想
や
特
殊
性
に
つ
い
て
究

明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
覚
鍍
教
学
が
与
え
た
後
世
へ

の
影
響
に
つ
い
て
、
真
言
宗
内
だ
け
で
は
な
く
、
日
蓮
や
浄
土

真
宗
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
苫
米
地
誠

『平
安
期
真
言
密
教
の
研
究
』
第

一
部
・

第
二
部
(
ノ
ン
ブ
ル
社
、

二
O
O八
)

は
、
平
安
期
を
中
心
と

し
た
真
言
密
教
の
教
理
思
想
と
信
仰
の
問
題
を
、
歴
史
的
背
景

の
中
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
第
二
部
「
平
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安
期
の
真
言
教
学
と
密
教
浄
土
教
」
で
は
、
院
政
期
を
中
心
と

し
て
復
興
し
て
き
た
真
言
教
学
に
注
目
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
当

時
の
密
教
浄
土
教
信
仰
の
問
題
を
取
り
扱
い
な
が
ら
、
こ
れ
に

関
連
し
て
阿
弥
陀
如
来
像
の
造
像
典
拠
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い

て
も
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
覚
鍍
に
関
し
て
は
第

一
篇
「
覚

鍛
の
教
学
」
と
題
し
て
、
第

一
章
「
覚
鎮
の
密
教
教
主
観
|
本

地
法
身
と
四
種
法
身
l
」
、
第
二
章
「
覚
鍵
に
お
け
る
顕
教
の
教

主
」
、
第
三
章
「
覚
鎮
の
成
仏
論
」
、
第
四
章
「
覚
鎮
の
往
生
観
」
、

第
五
章
「
覚
鍵
の
機
根
観
」
と
い
う
よ
う
に
、
五
章
に
わ
た
っ

て
そ
の
教
学
の
全
体
像
を
解
明
し
て
い
る
。

次
に
、
覚
鍍
に
関
す
る
論
文
集
と
し
て
は
、
興
教
大
師
研
究

論
集
編
集
委
員
会

『興
教
大
師
八
百
五
十
年
御
遠
忌
記
念
論
集

興
教
大
師
覚
鍵
研
究
」
(
春
秋
社
、

一
九
九
二
)
が
あ
る
。
本
論

文
集
は
真
言
宗
智
山

・
豊
山
両
派
の
研
究
者
が
論
考
を
寄
せ
合
つ

て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第

一
篇
「
興
教
大
師
の
思
想
」

(
一二
部
)
、
第
二
篇
「
興
教
大
師
の
信
と
行
」
(
九
部
)
、第
三
篇
「
興

教
大
師
の
著
作
研
究
」
(
一一

部
)
、
第
四
篇
「
興
教
大
師
と
浄

土
思
想
」
(
六
部
)
、
第
五
篇
「
興
教
大
師
を
め
ぐ
る
歴
史
的
研
究
」

(
一
O
部
)
、
第
六
篇
「
興
教
大
師
と
現
代
」
(
九
部
)

の
六
篇
に

わ
た
り
、
合
計
五
七
部
の
論
考
が
蒐
集
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、
覚
鍵
の
教
学
に
関
す
る
学
術
論
文
に
つ
い
て

は
そ
の
数
が
膨
大
で
あ
り
、
密
教
全
般
に
関
す
る
も
の
を
含
め

る
と
到
底
そ
の
す
べ
て
を
こ
こ
に
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、

そ
れ
ら
の
大
半
は
宮
坂
宥
勝
「
覚
鍍
関
係
著
作

論
文
目
録
」
(
前
掲

「興
教
大
師
撰
述
集
」
下
巻
)
、
興
教
大
師

八
百
五
十
年
御
遠
思
記
念
出
版
教
学
篇
編
纂
委
員
会
「
興
教
大

師
覚
鍍
関
係
文
献
目
録
」
(
前
掲
『興
教
大
師
覚
鍵
写
本
集
成
』
四)、

松
崎
恵
水

興
教
大
師
覚
鍵
研
""" /u 

主
要
参
考
文
献

前
掲

平

安
密
教
の
研
押 h
7u 

興
教
大
師
覚
鍍
を
中
J心
と
し
て

の
中
に

年
代
順
で
整
理
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
覚
鍍
の
浄
土
往

生
思
想
と
そ
の
周
辺
領
域
に
関
連
す
る
雑
誌
論
文
を
中
心
に
あ

げ
て
お
く
。

b
.
覚
鎮
の
浄
土
往
生
思
想

密
浄
融
合
を
め
ざ
す
党
鍍
の
浄
土
往
生
思
想
に
関
し
て

は
、
神
林
隆
浄
「
密
教
の
浄
土
往
生
思
想
」
(
『浄
土
学
』
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二
二
、
一
九
五
O
)
、
亀
井
宗
忠
「
興
教
大
師
の
浄
土
往
生
観
」
(
「大

正
大
学
研
究
紀
要

仏
教
学
部
・
文
学
部
」
四
一
、
一
九
五
七
)
、

田
中
文
盛
「
党
鎮
の
浄
土
教
思
想
」
(
『日
本
仏
教
』
七、

一
九
六
O
)、

佐
倉
郁
夫
「
覚
鍍
上
人
の
浄
土
教
に
つ
い
て
」
(
『仏
教
大
学
研
究

室
報
』

一二
、
一
九
六
三
)
、
大
山
公
淳
「
興
教
大
師
の
浄
土
教
|

孝
養
集

っ

て

恵
谷
隆
戒
先
生
古
稀
記
今

浄
土
教
の

思
想
と
文
化
」、
同
朋
社
、

一
九
七
二
)
、
佐
藤
隆
賢
「
覚
鍍
上
人

と
浄
土
思
想
」
(
『日
本
仏
教
学
会
年
報
』
四
二
、
一
九
七
七
)
、
佐

藤
隆
賢
「
覚
銀
上
人
と
浄
土
思
想
」
(
『仏
教
に
お
け
る
浄
土
思
想
」、

平
楽
寺
書
宿、

一
九
七
七
)
、

三
浦
晴
章
「
興
教
大
師
覚
鍍
上
人

の
浄
土
思
想
に
関
す
る
研
究
」
(
『仏
教
大
学
通
信
教
育
部
論
集
」

一
四、

一
九
七
九
)
、
宮
坂
宥
勝
「
興
教
大
師
党
鍛
の
浄
土
思
想
」

(「現
代
密
教
』
二
、
一
九
九
O
)
、
本
多
隆
仁
「
五
輪
九
字
明
秘
密

釈
に
お
け
る
往
生
に
つ
い
て
」
(
「現
代
密
教
』
三
、
一
九
九

一
)、

北
尾
隆
心
「
興
教
大
師
に
お
け
る
往
生
に
つ
い
て
|
『五
輪
九

字
明
秘
密
釈
」
と

「一

期
大
要
秘
密
集
』
と
の
相
違
を
中
心
と

し
て
|
」
(
『印
仏
研
南
丘
四
O
|
二
、
一
九
九
二
)
、
橘
信
雄
「
興

教
大
師
と
平
安
浄
土
教
」
(
前
掲

「興
教
大
師
覚
鍍
研
究
』)
、
田

中
文
盛
「
興
教
大
師
の
倫
理
思
想
|
浄
土
思
想
を
中
心
と
し
て
」
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(
前
掲

「興
教
大
師
覚
鍍
研
究
』)
、
仲
尾
俊
博
「
興
教
大
師
覚
鍍

上
人
と
浄
土
思
想
」
(
前
掲

『興
教
大
師
覚
鍍
研
究
」)
、
元
山
公

寿
「
真
言
密
教
と
往
生
思
想
」
(
前
掲

「興
教
大
師
党
銀
研
究
』)、

大
沢
聖
寛
「
興
教
大
師
の
成
仏
と
往
生
」
(
佐
藤
隆
賢
博
士
古

稀
記
念
論
文
集

『仏
教
教
理
思
想
の
研
究
』、
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
九
八
)
な
ど
を
は
じ
め
、
参
考
に
す
べ
き
数
多
く
の
論
考

が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で

い
く
つ
か
の
研
究
内
容
を
概
観
す
る
と
、
神
林

[
一
九
五
O
]
は
覚
鍵
の
浄
土
往
生
思
想
を
も
と
に
、
通
仏
教
の

浄
土
思
想
に
対
す
る
密
教
的
浄
土
思
想
の
特
異
性
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
亀
井
[
一
九
五
七
]
は
覚
鍍
の
浄
土
観
を
未
来
主

義
で
あ
る
と
す
る
説
を
批
判
し
、
大
日
如
来
と
阿
弥
陀
仏
、
極

楽
浄
土
と
密
厳
浄
土
、

一
密
成
仏
、
現
身
往
生
と
順
次
往
生
な

ど
の
問
題
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
る
。
田
中
[
一
九
六
O
]
は

密
教
思
想
と
浄
土
思
想
が
雑
居
す
る

「孝
養
集
』
の
内
容
と

他
の
著
作
に
説
か
れ
る
覚
鎮
の
真
言
念
仏
と
を
比
較
す
る
こ

と
に
よ
り
、
覚
鍍
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
、
ど
の
よ
う
に
浄
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土
思
想
を
受
容
し
た
の
か
に
つ
い
て
推
察
し
て
い
る
。
大
山

[
一
九
七
二
]
は

『孝
養
集
』
を
覚
鍍
の
真
作
と
し
、

『五
輪
九

字
明
秘
密
釈
」
と
の
聞
に
み
ら
れ
る
主
張
の

一
貰
性
を
指
摘
す

る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
覚
鍵
の
弥
陀
観
、
浄
土
観
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。
佐
藤
[
一
九
七
七
]
は
覚
鍛
の

著
作
に
お
け
る
「
浄
土
」
「
往
生
」
に
関
す
る
用
例
を
整
理
し
、

そ
れ
ら
が
如
何
な
る
立
場
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い

は
浄
土
思
想
や
浄
土
往
生
の
信
仰
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
宮
坂
[
一
九
九

O
]

は
覚
鍵
が
ど
の
よ
う
に
し
て
空
海
の
真
言
教
学
を
時
代
に
即
応

さ
せ
、
ま
た
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら

①
空
海
教
学
、
特
に
曇
陀
羅
の
原
理
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
の

浄
土
思
想
、
②
い
わ
ゆ
る

一
仏

一
土
の
浄
土
思
想
を
密
教
の
十

方
浄
土
の
立
場
で
包
摂
止
揚
し
て
い
る
こ
と
、
③
密
教
的
浄
土

思
想
の
普
及
す
な
わ
ち
密
教
の
民
衆
化
の
三
点
を
中
心
に
覚
鍵

の
浄
土
思
想
を
論
じ
て
い
る
。
本
多
[
一
九
九

二

は

『五
輪

九
字
明
秘
密
釈
』
に
お
け
る
性
生
思
想
に
つ
い
て
、

①
真
言
教

理
と
往
生
、

②
都
率
往
生
と

『五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
と
い
う

二
つ
の
問
題
点
に
注
意
し
な
が
ら
、
『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
の

成
立
背
景
の

一
つ
に
は
都
率
往
生
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
北
尾
[
一
九
九
二
]
は
覚
鍍
の
往
生
思
想
に
つ
い
て
、

『五

輪
九
字
明
秘
密
釈
』
と

『一

期
大
要
秘
密
集
』
と
の
聞
に
み
ら

れ
る
「
現
身
往
生
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
相
違
点
に
注
目
し
て
い
る
。

橘

[
一
九
九
二
]
は
覚
鍵
の
浄
土
往
生
思
想
と
は
、
ど
の
よ
う

な
特
質
を
も
ち
、
平
安
浄
土
教
思
想
史
上
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
と
と
も
に

そ
の
原

型
を
保
安
三
年

(
一
一
二
二
)
の
八
度
目
の
求
聞
持
法
の
立
願

文
で
あ
る
『立
申
大
願
事
』
に
見
出
し
て
い
る
。
元
山
[
一
九
九
二
]

は
①
空
海
が
真
言
宗
を
開
く
以
前
の
密
教
経
論
に
説
か
れ
て
い

る
往
生
思
想
、

②
こ
れ
ら
の
経
論
に
影
響
を
受
け
て
真
言
宗
を

聞
い
た
空
海
の
思
想
に
み
ら
れ
る
往
生
思
想
、

①
空
海
以
降
の

真
言
宗
に
み
ら
れ
る
往
生
思
想
、

①
覚
鎮
の
往
生
思
想
の
凹
点

を
中
心
に
、
真
言
密
教
と
往
生
思
想
と
の
交
渉
に
つ
い
て
詳
論

し
て
い
る
。

」
れ
ら
覚
鍵
の
浄
上
往
生
思
想
に
関
す
る
先
行
研
究
を
も
と

に
、
注
目
す
べ
き
密
浄
融
合
の
思
想
を
あ
げ
る
と
、
次
の
よ
う
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に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
大
日
知
来
と
阿
弥
陀
仏
の
融
会

②
密
厳
浄
土
と
極
楽
浄
土
の
融
会

①
即
身
成
仏
思
想
と
順
次
往
生
思
想
の
融
会

④
三
密
成
仏
、

二
密
成
仏
、

一
密
成
仏
の
提
唱

⑤
真
言
密
教
の
立
場
か
ら
の
臨
終
用
心

⑥
正
像
末
三
時
思
想
の
否
定

⑦
厭
離
楊
土
思
想
へ
の
批
判

こ
の
う
ち
、

①
と
②
の
「
大
日
即
弥
陀
、
密
厳
浄
土
即
西
方

極
楽
浄
土
」
は
覚
鍵
の
浄
土
往
生
思
想
を
支
え
る
基
盤
で
あ
り
、

若
木
快
信
「
興
教
大
師
の
往
生
思
想
」
(『日
本
仏
教
学
協
会
年

報
」
八、

一
九
三
五
)
は
、
覚
鍍
が
説
く
阿
弥
陀
仏
は

一
門
普
門

の
差
こ
そ
あ
れ
、
大
日
如
来
と
同

一
体
で
あ
り
、
そ
の
浄
土
も

ま
た
同

一
浄
土
上
の
惣
別
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

に
し
、
覚
鍍
教
学
に
お
け
る
成
仏
と
往
生
の
同
義
性
を
強
調
し

て
い
る
。
北
尾
隆
心
「
覚
鍍
上
人
に
お
け
る
密
厳
浄
土
」
(
『大

正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』

一一

、
一
九
八
七
)
は
、
覚
鎮
の
著

作
中
に
お
け
る
「
密
厳
浄
土
」
の
用
例
を
整
理
し
、
覚
鍍
が
密

厳
浄
土
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
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て
い
る
。
宮
坂
宥
勝
「
興
教
大
師
の
浄
土
観
(
上
)
」
(
「現
代
密

教
」
三
、
一
九
九

一
)
、
同
「
興
教
大
師
の
浄
土
観
(
下
)
」
(
『現

代
密
教
」
四、

一
九
九
二
)
で
は
、
覚
鍍
の
浄
土
観
を
中
心
と
し
て
、

日
本
浄
土
教
史
上
に
お
け
る
密
教
的
浄
土
教
と
鎌
倉
浄
土
教
と

の
対
比
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
苫
米
地
誠

「
興
教
大
師
覚
鍍

の
往
生
観
」
(
『イ
ン
ド
学
密
教
学
研
究
|
宮
坂
宥
勝
博
士
古
稀

記
念
論
文
集
l
」
下
巻
、
法
蔵
館
、

一
九
九
三
)
は
、
覚
鍍
の
「
密

厳
浄
土

都
率
天
往
生

極
楽
浄
土
往
生

関
す
る
説
刀可

を
整
理
し
、
そ
こ
か
ら
「
覚
鍵
は
密
教
浄
土
教
と
し
て
の
密
厳

浄
土
往
生
を
中
心
に
、

そ
の
密
厳
浄
土
の
中
に
お
け
る
、
そ
の

一
部
分
の
浄
土
と
し
て
の
極
楽
浄
土
や
都
率
天
へ
の
往
生
を
説

き
、
し
か
も
極
楽
浄
土
往
生
は
最
晩
年
に
至
っ
て
初
め
て
述
べ

ら
れ
た
も
の
で
、
顕
教
の
浄
土
教
に
お
け
る
極
楽
浄
土
往
生
を

前
提
に
、
こ
れ
を
密
教
化
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
」
と
結
論

づ
け
て
い
る
。

①
即
身
成
仏
思
想
と
順
次
往
生
思
想
の
融
会
に
関
し
て
は
、

森
本
真
順
「
覚
鍍
上
人
の
浄
土
思
想
」
(
「浄
土
学」

七、

一
九
三
四
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年
)
、
苫
米
地
誠

一
「
興
教
大
師
覚
鍵
の
機
根
観
①
l
即
身

成
仏
と
浄
土
往
生
|
」
(
『大
正
大
学
総
合
仏
教
研
究
所
年
報
』

一五、

一
九
九
三
)
な
ど
が
あ
り
、
密
教
の
根
本
義
で
あ
る
即
身

成
仏
、
凡
夫
即
仏
、
裟
婆
即
密
厳
の
浄
土
観
に
も
と
づ
く
覚
鍍

の
現
世
往
生
、
現
身
成
仏
の
思
想
に
つ
い
て
考
察
が
行
わ
れ
て

い
ψ

令
。

④
覚
鎮
の

一
密
成
仏
説
に
関
し
て
は
、
御
撮
隆
英
「
興
教
大

師
と
浄
土
往
生
思
想
の

一
考
察
|
一
密
成
仏
に
つ
い
て
」
(
『智

山
教
化
研
究
」

一
五、

一
九
八
三
)
、
同
「
興
教
大
師
と
浄
土
往

生
思
想
の

一
考
察

一
密
成
仏
に
つ
い
て

士

乙

l
」
(
『智
山

教
化
研
究
』

二
ハ、

一
九
八
四
)
が
あ
り
、

『五
輪
九
字
明
秘
密
釈
」

に
示
さ
れ
る
一
密
成
仏
説
を
、
宗
教
と
社
会
と
い
う
テ
l
マ
の

中
で
論
じ
て
い
る
。

①
真
言
密
教
の
立
場
か
ら
の
臨
終
用
心
に
つ
い
て
、
坪
井
俊

映
「
南
都
浄
土
教
・
高
野
山
浄
土
教
の
念
仏
思
想
」
(
『浄
土
教

文
化
論
』、
山
喜
房
仏
書
林
、

は
、
念
仏
(
称
名
)

一
九
九

一
)

に
よ
る
臨
終
正
念
往
生
を
説
く

『孝
養
集
』
に
注
目
し

手
、
ア
」

に
説
か
れ
る
念
仏
思
想
と
尋
常
の
念
仏
に
関
す
る
九
品
の
別
に

つ
い
て
論
説
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、
庚
津
隆
之
「
宗
教
的
権
威
か
ら
の
逸
脱

の
危
機
①
|
覚
鍵
と
法
然
の
比
較
研
究
|
」
(
『現
代
密
教
」

一二
、
一
九
九

一
)
、
同
「
宗
教
的
権
威
か
ら
の
逸
脱
の
危
機
②
|

覚
鍵
と
法
然
の
比
較
研
究
」
(
『現
代
密
教
」
四、

一
九
九
二
)、

同
「
宗
教
的
権
威
か
ら
の
逸
脱
の
危
機
|
覚
鍍
と
法
然
の
比
較

研
究
|
」
(
『
密
教
大
系
』
七
、
法
蔵
館
、

一
九
九
五
)
は

れ
ま
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
法
然
と
覚
鍵
の
比
較
研

究
と
い
う
テ
l
マ
を
全
面
に
打
ち
出
し
、

し
か
も
独
創
的
に
展

開
し
た
好
論
文
で
あ
る
。
贋
津
に
よ
れ
ば
、
覚
鍍
と
法
然
の
比

較
の
視
座
あ
る
い
は
共
通
項
は
、

そ
の
表
題
に
も
一
京
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
「
宗
教
的
権
威
か
ら
の
逸
脱
」
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

逸
脱
は
「
悪
」
「
い
た
ら
な
さ
」
と
も
い
わ
れ
、
法
然
も
覚
鍵
も

宗
教
的
権
威
た
る
仏
陀
か
ら
逸
脱
(
た
だ
し
、
仏
陀
そ
の
も
の

か
ら
の
逸
脱
で
は
な
い
)

し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
い
た

つ

て
い
な
い
」
こ
と
の
自
覚
こ
そ
が
、
両
人
の
解
釈
学
に
お
け
る

共
通
項
で
あ
り
、
こ
の
共
通
項
の
上
で
両
者
の
違
い
が
論
じ
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
法
然
と
覚
鍵
の
差
異
に
つ
い
て
、
法
然
は
仏 そ
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陀
か
ら
の
逸
脱
を
時
代
(
末
法
意
識
)

と
捉
え
る
の
に
対
し

覚
鍍
は
解
釈
の
い
た
ら
な
さ
の
自
覚
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
覚
鍍
の
浄
土
往
生
思
想
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ

ま
な
方
面
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
今
後
の
覚
鍵
研
究

で
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
法
然
浄
土
教
と
の
関
わ
り
ゃ
、
覚
鍵
の

密
教
的
浄
土
教
信
仰
の
独
自
性
が
追
及
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ

ろ
う
。

(五
)
覚
鍵
研
究
の
展
望

今
日
ま
で
、
覚
鍵
に
関
す
る
研
究
は
そ
の
門
流
に
あ
る
真
言

宗
智
山
派

・
豊
山
派
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
新
義
真
言
教
学
の
分
野

に
お
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
の
仏
教

思
想
お
よ
び
仏
教
史
研
究
の
視
点
か
ら
覚
鍍
を
捉
え
た
研
究
は

圧
倒
的
に
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
覚
鍛
の
浄
土
往

生
思
想
に
つ
い
て
も
、

そ
の
大
半
が
や
は
り
真
言
宗
の
立
場
か

ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
浄
土
宗
の
立
場
か
ら
積
極
的
に

覚
鍍
を
取
り
扱
っ
た
研
究
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
今
後
は
日
本
仏
教
史
上
に
お
け
る
覚
鍍
の
再
評
価
が

期
待
さ
れ
る
と
と
も
に
、
法
然
浄
土
教
か
ら
み
た
新
た
な
覚
鍍
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像
の
提
示
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、
仏
厳
(
生
没
年
不
詳
)

仏
厳
の
伝
歴
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が

『玉
葉
』
に

幾
度
と
な
く
仏
厳
の
記
事
が
頻
出
す
る
こ
と
か
ら
、
九
条
兼
実

の
帰
依
を
う
け
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
鎌
倉
前
期
の
医
憎
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

仏
厳
に
関
す
る
研
究
は
唯

一
の
著
作
で
あ
る

『十
念
極
楽
易

往
集
」
を
中
心
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
ず
大
屋
徳
城

「十
念
極

楽
易
往
集
と
藤
原
兼
実
の
信
仰
に
関
す
る
疑
問
」
(
「史
林
」
九

ー
一
、

一
九
二
三
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
同
「
仏
厳
と
十
念

極
楽
易
往
集
|
藤
原
兼
実
の
信
仰
に
関
す
る
疑
問
|
」
(
『日
本

仏
教
史
の
研
究
』
三
、
法
蔵
館
、

一
九
二
八
)

は
、
前
掲
論
文

を
修
正
、
改
題
し
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
屋
は
東
寺
観

智
院
か
ら
発
見
さ
れ
た

『十
念
極
楽
易
往
集
』
を
仏
厳
の
著
作

と
し
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

宝
葉
」
に
お
け
る
記
事
を
抽
出
、
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提
示
す
る
こ
と
で
、
仏
厳
の
人
間
像
の

一
端
を
推
測
し
て
い
る
。

大
屋
以
降
の
仏
厳
の
研
究
と
し
て
は
、
井
上
光
貞
「
高
野
山
に

お
け
る
浄
土
教
の
形
成
と
崩
壊
」
(
『日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研

究
』
、
山
川
出
版
社
、

一
九
五
六
)
、
和
多
秀
乗
「
十
念
極
楽
易

往
集
に
つ
い
て
」
(
『印
仏
研
究
』
三
二
|

て
一

九
八
三
)
な
ど

が
あ
る
。

三
、
実
範

(
l

一
一
四
四
)

実
範
は
戒
律
復
興
に
力
を
注
ぎ
、
鎌
倉
時
代
の
戒
律
復
興
運

動
の
先
駆
者
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
法
相
、

真
言
、

天
台
だ
け
で
は
な
く
、
弥
陀
信
仰
、
弥
陀
念
仏
に
も
心
を
よ
せ

て
お
り
、

『浄
土
法
門
源
流
章』

に
浄
土
門
の
祖
師
の

一
人
と
し

て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。『
長
西
録
」
に
よ
れ
ば
実
範
の
浄
土
教
に

関
連
す
る
著
作
に
は
、

『観
無
量
寿
経
科
文
』

一巻
、『
往
生
論

五
念
門
行
式
』

一
巻、

『般
舟
三
昧
経
観
念
阿
弥
陀
仏
」、
『眉
間

白
書
集
』

一
巻
、『
臨
終
要
文
」、
『病
中
修
行
記
』

一
巻
な
ど
が

あ
る
が
、
後
述
の
佐
藤
哲
英
に
よ
る

一
連
の
研
究
が
発
表
さ
れ

る
以
前
は
、

「病
中
修
行
記
』
以
外
は
現
存
し
て
い
な
い
と
さ
れ

て
き
た
。

実
範
の
浄
土
教
思
想
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
佐
藤
哲

英
「
念
仏
式
の
作
者
に
つ
い
て
|
龍
大
図
書
館
所
蔵
長
承
四
年

書
写
本
の
研
究
|
」
(
「龍
谷
大
学
論
集
」
三
五
三
、
一
九
五
六
)
、

同
「
中
ノ
川
実
範
の
生
涯
と
そ
の
浄
土
教
|
新
出
資
料

「念

仏
式
』
と

『阿
弥
陀
私
記
』
を
中
心
に
1

」
(
『密
教
文
化
』

七

一
・七
二
、
一
九
六
五
)
、
同

『念
仏
式
の
研
究
|
中
ノ
川
実

範
の
生
涯
と
そ
の
浄
土
教
|
』
(
百
華
苑
、

一
九
七
二
)
が
あ

げ
ら
れ
る
。
佐
藤
は
龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
の

『念
仏
式
」
を

調
査
し
、
本
書
を
実
範
の

「往
生
論
五
念
門
行
式
』
の
古
逸
書

で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

実
範
の
浄
土
教
思
想
は

三
期
に
分
け
ら
れ
、
次
第
に
推
移
変
選
し
て
い

っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
大
谷
旭
雄

「実
範

「病
中
修
行
記
」

に
つ
い
て
ー
そ
の
構
成
と
念
仏
思
想
1

」
(『仏
教
文
化
研
究
」

二二
、
一
九
六
六
)
、
橘
信
雄
「
『一

期
大
要
秘
密
集
』
に
お
け
る

「臨
終
行
儀
」
に
つ
い
て
」
(
「印
仏
研
究
』
三
六
|
二
、
一
九
八
八
)
、

福
原
隆
善

「日
本
に
お
け
る
白
老
観
の
展
開

実
範
を
中
心
に
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ー
」
(
「印
仏
研
究
』
四

一
|
二
、
一
九
九
三
)、

三
宅
守
常
「
中

世
の
臨
終
行
儀
と
明
恵
」
(
『大
倉
山
論
集
』
四
四
、

一
九
九
九
)
、

苫
米
地
誠

一
「
実
範
の
阿
弥
陀
観
|
付
・
東
寺
観
智
院
所
蔵

『観

自
在
王
三
摩
地
』
翻
刻
|
」
(
『智
山
学
報
』
五
O
、
二
0
0

な
ど
の
研
究
が
発
表
さ
れ
た
。
な
か
で
も
、
苫
米
地
は
佐
藤

大
谷
の
研
究
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
実
範
の
伝
記
資
料
や
他
の
著

作
を
検
討
し
、

「念
仏
式
』
の
著
者
を
実
範
と
す
る
佐
藤
説
に
異

を
唱
え
、
実
範
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
観
、
密
教
浄
土
教
思
想
に

つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。

四
、
済
信
(
九
五
四

i
一O
三
O)

済
信
は
平
安
中
期
の
真
言
宗
の
僧
侶
で
あ
り
、
浄
土
教
関
連

の
著
作
は
み
ら
れ
な
い
。
伝
記
に
つ
い
て
は

「東
大
寺
要
録
」
五

『日
本
紀
略
後
篇
』

一三
、
「仁
和
寺
諸
院
家
記
」、
『本
朝
高
僧

伝
」
四
九
な
ど
が
あ
る
。
管
見
の
限
り
済
信
に
関
す
る
専
門
的

な
研
究
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
中
村
本
然
「
道
範
記

『初
心
頓
覚
紗
」

に
つ
い
て
」
(
山
崎
泰
広
教
授
古
稀
記
念
論
文
集

『密
教
と
諸
文

化
の
交
流
』、
永
田
文
昌
堂
、

一
九
九
八
)
に
お
い
て
、
成
尊
の
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法
流
を
示
す
系
譜
に
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

五
、
覚
超
(
九
六

O
|
一O
三
四
)

覚
超
は
良
源
、
源
信
に
師
事
し
た
横
川
流
の
祖
で
あ
る
。
著

作
に
は
台
密
関
係
の
も
の
が
多
い
が
、
浄
土
教
関
係
の
も
の
と

し
て
は

「修
善
講
式
」、
「弥
陀
知
来
和
讃
」、
『往
生
極
楽
問
答
』

一
巻、

『私
念
仏
作
法
』
な
ど
が
あ
る
。

覚
超
の
浄
土
教
思
想
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
赤
松

俊
秀
「
藤
原
時
代
浄
土
教
と
覚
超
」
(
『摂
関
時
代
史
の
研
究
』
、

吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
五
)
が
あ
り
、
講
に
勧
請
さ
れ
る
仏
菩

薩
が
弥
陀
三
尊
だ
け
で
は
な
い
点
か
ら
、
覚
超
が
源
信
以
上
に

兼
修
的
傾
向
が
強
い
こ
と
、
廻
向
文
に
お
け
る
亡
霊
へ
の
供
養

を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
研
究
と
し
て
は
、

喜
多
義
英
「
覚

超
の
修
善
講
式
と
そ
の
浄
土
教
」
(
佐
藤
哲
英

「叡
山
浄
土
教
の

研
究
」
、
百
華
苑
、

一
九
八
四
)
、
石
田
瑞
麿
「
源
信
撰
の

「往
生

十
念
』
に
つ
い
て
」
(
「金
沢
文
庫
研
究
』

一
五
九
、

一
九
六
九
)
、
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小
山
昌
純
「
叡
山
浄
土
教
に
お
け
る
覚
超
撰

『私
念
仏
作
法
』

の
位
置
」
(
「印
仏
研
究
』
四
九
|

一
、
二
0
0
0)
な
ど
が
あ
る
。

喜
多
も
赤
松
の
研
究
を
ふ
ま
え
、

『修
善
講
式
』
に
お
い
て
勧
請

さ
れ
る
仏
菩
薩
、
引
用
さ
れ
る
経
典
、
廻
向
文
な
ど
か
ら
み
て

や
は
り
兼
修
的
傾
向
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し

さ
ら
に

『弥
陀

如
来
和
讃
』
や

『往
生
極
楽
問
答
』
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

小
山
は

『私
念
仏
作
法
」
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
行
業
の
大

部
分
が
善
導
に
お
け
る
往
生
行
と
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
叡
山

浄
土
教
に
お
い
て
き
わ
め
て
善
導
的
な
念
仏
作
法
で
あ
る
と
位

置
い
つ
け
て
い
る
。

(
文
責

杉
山
裕
俊
)

Eー

-w
そ
の
他

一
、
往
生
伝

(
ご

往
生
伝
に
つ
い
て

「
往
生
伝
」
と
は
、
浄
土
往
生
を
遂
げ
た
と
思
し
き
人
や
往
生

を
願
っ
た
人
に
つ
い
て
、
略
歴
や
信
仰
の
生
活
態
度
、
往
生
の

方
法
、
往
生
の
あ
か
し
(
瑞
相
・
霊
異
)
な
ど
を
記
し
、
編
集

し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
平
安
時
代
の
十
世
紀
後
半
か

ら
十
二
世
紀
前
半
に
か
け
て
諸
往
生
伝
が
編
纂
さ
れ
た
。
ま
ず

慶
滋
保
胤
に
よ
っ
て

『日
本
往
生
極
楽
記
』
が
日
本
に
お
け
る

往
生
伝
の
先
駆
け
と
し
て
成
立
し
(
九
八
=
丁
九
八
五
年
)
、
僧

俗
男
女
四
十
五
人
の
往
生
に
関
す
る
話
が
お
さ
め
ら
れ
た
。
そ

の
後
、
大
江
匡
房

『続
本
朝
往
生
伝
』
(
一
O
九
九
|

一一

O
四

年)、

三
善
為
康

『拾
遺
往
生
伝
』
(一

一一

一
年
)
、
同

『後
拾

遺
往
生
伝
」
(
一一一一一
七
|
二

三
九
年
)
、
蓮
禅

『三
外
往
生
記
』

九
年

藤

屋
刀t

友

本

専
修
往
生
邑

五

が
次
々
に
成
立
し
た
。

以
上
の
六
部
の
往
生
伝
以
外
に
も
、
往
生
伝
と
よ
く
似
た
説

話
集
と
し
て
鎮
源
撰

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
が
あ
る
。
重

松
明
久
は

『日
本
浄
土
教
成
立
過
程
の
研
究
」
(
平
楽
寺
書
庖
、

一
九
六
四
)

の
中
で
、
先
述
し
た
六
往
生
伝
に

『大
日
本
国
法

華
経
験
記
』
を
加
え
て
七
往
生
伝
と
し
、

そ
れ
を
基
に
平
安
時

代
の
浄
土
信
仰
を
論
じ
て
い
る
。
他
に
も
、
如
寂

『高
野
山
往

近年における浄土学研究の状況173 



生
伝
」
(
一一

八
五
年
頃
)
が
あ
る
が
、
対
象
者
が
高
野
山
に
関

連
す
る
僧
侶
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
。

(
二
)
往
生
伝
に
関
す
る
罪
九
状
況

平
安
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
成
立
し
た
諸
往
生
伝
の
基
礎

的
な
性
格
や
各
々
の
著
者
の
人
物
像
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、

井
上
光
貞

「日
本
思
想
体
系
7
往
生
伝

・
法
華
験
記
」
(
岩
波
書

庖

一
九
七
四
)

や
伊
藤
真
徹

「平
安
浄
土
教
信
仰
史
の
研
究
」

(
平
楽
寺
書
庖
、

一
九
七
四
)
が
あ
り
、
諸
往
生
伝
の
成
立
年
代

成
立
背
景

・
構
成

・
撰
述
の
意
図

・
著
者
の
宗
教
観
な
ど
多
岐

に
わ
た
っ
て
詳
細
な
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸
往
生
伝
は
法
然
浄
土
教
成
立
の
直
前
で

あ
る
院
政
期
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
信
仰
の
様
相
を
記
録
し
て
い

る
た
め
、
往
生
伝
と
法
然
浄
土
教
の
関
係
を
め
ぐ
る
研
究
も
多

く
行
わ
れ
て
き
た
。
従
来
の
研
究
に
は
、
両
者
の
「
連
続
性
」

に
注
目
す
る
か
、
そ
れ
と
も
「
断
絶
性
」
を
強
調
す
る
か
、

い
っ
た
二
つ
の
傾
向
が
あ
る
。
井
上
光
貞
『
新
訂
日
本
浄
土

教
成
立
史
の
研
究
』
(
山
川
出
版
社
、

一
九
五
六

や
重
松
明

久

『日
本
浄
土
教
成
立
過
程
の
研
究
』
な
ど
は
、
「
往
生
伝
に
書
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か
れ
て
い
る
世
界
が
法
然
浄
土
教
出
現
の
母
胎
と
な
っ
た
」
と

主
張
し
、
往
生
伝
と
法
然
浄
土
教
の
「
連
続
性
」
を
強
調
す
る
。

一
方
、
黒
田
俊
雄

「日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
」
(
岩
波
書
届
、

一
九
七
五
)
や
平
雅
行
「
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
(
塙
書
房
、

一
九
九
二
)
な
ど
は
、
「
法
然
浄
土
教
は
往
生
伝
的
な
浄
土
教
信

仰
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
」
と
主
張
し
、
往
生
伝
と

法
然
浄
土
教
の
「
断
絶
性
」
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の

説
は
双
方
と
も
に
そ
れ
な
り
に
説
得
力
を
も
っ
て
お
り
、
早
急

な
結
論
は
出
し
難
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
往
生
伝
が
ど
の
よ
う

な
宗
教
的
価
値
に
立
脚
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
あ
ら
た
め

て
検
証
し
、
両
者
の
聞
に
価
値
観
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
か
否

か
を
慎
重
に
判
断
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
諸

往
生
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
往
生
人
や
そ
の
著
者
を
含
め
た
当
時

の
人
々
が
い
っ
た
い
何
に
価
値
を
求
め
て
い
た
の
か
と
い
う
点

と

を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
す
る

主
な
先
学
の
研
究
と
し
て
、
家
永
三
郎
『
中
世
仏
教
思
想
史
研
究
』

(
法
蔵
館
、

一
九
四
八
)
、
井
上
光
貞

「日
本
浄
土
教
成
立
史
の
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研
究
』
(
山
川
出
版
社
、

一
九
五
六
)
、
重
松
明
久

『日
本
浄
土

教
成
立
過
程
の
研
究
』、
速
見
惰

『浄
土
信
仰
論
』
(雄
山
間
出
版、

一
九
七
八
)
、
平
雅
行

『日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』、
古
典
遺
産

の
会
編

「
往
生
伝
の
研
究
」
(
新
読
書
社
、

一
九
六
八
)
、
田
村

円
澄
『
日
本
思
想
史
の
諸
問
題
』
(
永
田
文
昌
堂
、

一
九
四
八
)

小
原
仁

『文
人
貴
族
の
系
譜
』
(吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
七
)
な

ど
が
あ
る
。

そ
の
他
、
往
生
伝
お
よ
び
院
政
期
に
関
連
す
る
単
行
本
と
し

て
、
川
口
久
雄

『大
江
匡
房
』
(吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
八
)
、

井
上
光
貞

『
日
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
』
(
岩
波
書
底
、

一
九
七

二
、
伊
藤
真
徹
『
平
安
浄
土
教
信
仰
史
の
研
究
」
(平

楽
寺
書
屈
、

一
九
七
四
)
、
速
見
惰
編

『院
政
期
の
仏
教
」
(吉

川
弘
文
館
、

一
九
九
八
)
、
永
村
真
『
中
世
寺
院
史
料
論
」
(吉

川
弘
文
館
、

二
0
0
0
)、
三
橋
正

『平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教

儀
礼
」
(
続
群
書
類
従
完
成
会
、

二
O
O
O)
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
往
生
伝
に
関
す
る
研
究
論
文
と
し
て
は

一
乗
章

二

「
往
生
要
集
と
諸
種
の
往
生
伝
」
(
『大
谷
学
報
』
二

一
ー

三
、
一
九
四
O
)、
藤
島
達
郎
「
平
安
時
代
に
於
け
る
宗
教
的
自

覚
過
程
」
(
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
」
五
、
一
九
五
二
)
、
遊
亀
教
授

「
日
本
仏
教
に
お
け
る
倫
理
形
成
の
過
程
|
特
に
平
安
仏
教
を
中

心
と
し
て
|
」
(
『龍
谷
大
学
論
集
』

三
四
八
、

一
九
五
四
)
、
薗
田

香
融
「
慶
滋
保
胤
と
そ
の
周
辺
|
浄
土
教
成
立
に
関
す
る

一
試

論
ー
」
(
「顕
真
学
苑
論
集
』
四
八
、

一
九
五
六
)
、
平
林
盛
得
「
摂

関
期
に
お
け
る
浄
土
思
想
の

一
考
察
|
慶
滋
保
胤
に
つ
い
て
|
」

(
「
書
陵
部
紀
要
』
六、

一
九
五
六
)
、
菊
地
勇
次
郎
「
日
本
往
生

極
楽
記
の
撰
述
」
(
『歴
史
教
育
』
五、

一
九
五
七
)
、
高
千
穂
徹

乗
「
井
上
光
貞
著
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
」
(
『顕
真
学
苑

論
集
』
四
九
、

一
九
五
七
)
、
橘
哲
哉
「
日
本
往
生
極
楽
記
考
」
(
『
顕

真
学
苑
論
集
』
五
一
、
一

九
五
九
)
、
西
口
順
子

「
往
生
伝
の
成

立
ー
三
善
為
康
の
往
生
伝
を
中
心
に
」
(
「史
窓
』

一
七
・十
八

合
併
号
、

一
九
六

O
)、
佐
々
木
孝
正
「
往
生
伝
に
あ
ら
わ
れ

た
聖
に
つ
い
て
」
(
「印
仏
研
究
」

一
五

|
二
、
一
九
六
七
)
、
石

橋
義
秀
「
『日
本
往
生
極
楽
記
』
と

「
今
昔
物
語
集
」
巻
十
五

ー
観
念
の
念
仏
か
ら
口
称
の
念
仏
へ
|
」
(
『大
谷
学
報
』
五
O

ー
三
、
一
九
七

一
)
、
小
原
仁
「
院
政
期
文
化
人
貴
族
の
思
想
動

向
ー
釈
蓮
禅
(
藤
原
資
基
)
を
中
心
と
し
て
|
」
(『日
本
歴
史
』
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二
七
四
、

一
九
七
二
、
同
「
往
生
伝
と
平
安
知
識
人
|
保
胤
と

匡
房
の
場
合
|
」
(
『日
本
仏
教
」
三
五、

一
九
七
三
)
、
早
苗
憲

生
「
平
安
時
代
に
お
け
る
念
仏
信
仰
の
展
開
|
往
生
伝
を
中
心

に
ー
」
(
「印
仏
研
究
』
二
O
|
一
、
一
九
七

二
、
苫
米
地
誠

「「続
本
朝
往
生
伝
』
と
密
教
浄
土
教
」
(
『印
仏
研
究
』
四
二
|

九
七

浜
田
全
真

良
人
上
人
と
鞍
，馬
寺

昂
仏
研-己

二

O
ー
一
、
一
九
七
二
、
成
田
俊
治
「
異
相
(
捨
身
)
往
生
に
つ

い
て
の

一
・二
の
問
題
l
往
生
伝
類
を
中
心
に
|
」
(
井
川
博
士
喜

寿
記
念
『日
本
文
化
と
浄
土
教
論
孜
』
、
一
九
七
四
)
、
志
村
有
弘
『往

生
研
究
序
説
|
説
話
文
学
の

一
側
面
』
(
桜
楓
社
、

一
九
七
六
)

中
尾
正
己
「
日
本
往
生
極
楽
記
の
撰
述
に
つ
い
て
」
(
『印
仏
研
究
」

二
五

|
て
一

九
七
六
)
、
同
「
日
本
往
生
極
楽
記
の
思
想
に
つ

い
て
」
(
「印
仏
研
究
』一一
六
|
一
、
一
九
七
七
)
、
同
「
慶
滋
保
胤

と
弥
陀
信
仰
」
(
「印
仏
研
究
一
二
七

|
て
一

九
七
八
)
、
同
「
続

本
朝
往
生
伝
の
往
生
観
」
(
『印
仏
研
究
』
二
九

|
一
、
一
九
八
O
)、

奈
良
弘
元
「
不
断
念
仏
に
つ
い
て
|
諸
往
生
伝
を
中
心
と
し
て

ー
」
(
『印
仏
研
究
』一一
五

|
二
、
一
九
七
七
)
、
渡
辺
守
順
「
日
本

往
生
極
楽
記
に
お
け
る
「
叡
山
仏
教
」
」
(
『印
仏
研
究
』一ニ
六

|

一一
、
一
九
八
八
)
、
武
内
孝
善
「
往
生
伝
に
み
ら
れ
る
合
殺
に
つ
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い
て
|
『理
趣
経
」
付
加
句
の
典
拠
を
め
ぐ
っ
て
1

」
(
『印
仏

研
刑
己

四
四
|
二
、
一
九
九
六
)
な
ど
が
あ
る
。

近
年
の
研
究
と
し
て
、
長
嶋
正
久
「
往
生
伝
に
お
け
る
往
生

の
諸
相
に
つ
い
て
|
王
朝
時
代
の
死
の
形
|
」
(
京
都
女
子
大

学
宗
教

・
文
化
研
究
所

『研
究
紀
要
」

一
三
、
二
0
0
0
)
で

は
、
諸
往
生
伝
の
中
で
も
と
く
に
自
死
願
望
を
持
っ
た
人
物
に

焦
点
を
当
て
、
生
死
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
工
藤

美
和
子
「
慶
滋
保
胤
の
仏
教
思
想
|
願
文
・

詩
序
を
中
心
に
」

(『印
仏
研
究
」
五
二
|

一
、
二
O
O
三
)
で
は
慶
滋
保
胤
が
作
成

し
た
追
善
願
文
や
詩
序
を
取
り
上
げ
て
、
当
時
の
在
家
者
の
仏

教
信
仰
の
特
色
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
田
中
夕
子
「
念
仏
往

生
と
作
善
|
往
生
伝
に
み
る
像
造
|
」
(
『印
仏
研
究
」
五
二
|

二
、
二
O
O
三
)
で
は
像
造
の
記
事
に
注
目
し
、
往
生
人
の
信

仰
生
活
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
検
討
し
て
い
る
。

吉
村
晶
子
「
往
生
伝
に
お
け
る
匂
い
と
身
体
」
(
「宗
教
研
究
」

八

一
|
四
、

二
O
O
八
)

で
は
往
生
人
伝
に
描
か
れ
る
匂
い
の
諸

相
を
分
類
整
理
し
、

そ
の
意
昧
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま



研究ノ ー ト

た
、
吉
水
英
之
「
平
安
往
生
伝
に
お
け
る
往
生
の
証
拠
に
つ
い
て
」

(「浄
土
学
』
四
二
、
二
O
O五
)
、
同
「
平
安
往
生
伝
に
お
け
る
往

生
の
証
拠
に
つ
い
て
」
(
「仏
教
論
叢
」
五
O
、
二
O
O六
)
、
同
「
院

政
期
に
お
け
る
臨
終
の
迎
え
方
に
つ
い
て
|
『本
朝
新
修
往
生

伝
』
を
中
心
と
し
て
|
」
(
『浄
土
学
」
四
四
、
二
O
O七
)
で
は

平
安
期
に
お
け
る
往
生
人
の
価
値
観
や
阿
弥
陀
仏
信
仰
の
様
相
、

さ
ら
に
は
当
時
の
臨
終
の
迎
え
方
に
お
け
る

「往
生
要
集
』
の

影
響
力
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
吉
水
の

一
連
の
研
究
で
は
、

「高
野
山
往
生
伝
』
を
除
く
六
往
生
伝
に
記
載
さ
れ
た
全
往
生
人

の
信
仰
の
生
活
態
度
、
往
生
の
方
法
や
そ
の
奇
瑞
等
の
記
述
を

逐

一
整
理
し
た
上
で
、
統
計
的
に
数
値
デ
ー
タ
を
用
い
て
考
察

す
る
と
い
う
新
た
な
試
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
史
学
・
国
文
学

の
分
野
か
ら
も
、
志
村
有
弘
「
往
生
伝
の
女
性
た
ち
」
(
『国
文

学
解
釈
と
鑑
賞
』
六
九
|
六
、
二
O
O四
)
、
浅
見
和
彦

三
念
仏

往
生
伝
』
か
ら
隆
寛
、
そ
し
て
慈
円
へ
上
東
国
文
学
史
稿
(
四
)
|
」

(
『
文
学
』五
|
四
、
二
O
O四
)
な
ど
の
論
稿
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

「高
野
山
往
生
伝
』
に
つ
い
て
は
、
村
上
弘
子

三
高
野
山
往
生
伝
」

の
書
誌
学
的
な
検
討
」
(
『風
俗
史
学
」

一
四、

二
O
O
二
、
同

「『高
野
山
往
生
伝
』
撰
述
知
寂
に
つ
い
て
ー
そ
の
信
仰
と
撰
述

意
識
を
中
心
に
」
(
『駿
台
史
学
』

二

五、
二
O
O
二
)
が
発
表

さ
れ
、
書
誌
学
的
な
研
究
や
撰
者
如
寂
に
つ
い
て
の
検
討
が
行

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
直
接
、
往
生
伝
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な

い
が
、
石
塚
薫
「
「元
亨
釈
書
」
に
関
す
る

一
考
察
|
平
安
期
往

生
伝
か
ら
鎌
倉
期
高
僧
伝
へ
の
展
開
|
」
(
『仏
教
大
学
大
学
院

紀
要
』
一
二
三
、
二
O
O五
)
、
菊
藤
明
道
「
『往
生
伝
』
と

『妙
好

人
伝
」
に
つ
い
て
|
新
出
史
料

『遺
身
往
生
伝
』
の
発
見
を
契

機
と
し
て
|
」
(
『真
宗
研
究
』
五
二
、
二
O
O八

で
は
、
そ
の

後
に
成
立
し
た
虎
関
師
錬

『元
亨
釈
書
』
や

『妙
好
人
伝
」
と

の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
。

(文
責

工
藤
量
導
)

二
、
浄
土
教
絵
画

(
一
)
浄
土
教
絵
画
に
つ
い
て

浄
土
教
絵
画
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

『浄
土
宗
大
辞
典
」一一

(
山
喜
房
、

一
九
七
六
年
)
「
浄
土
教
美
術
」
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の
項
目
に
よ
れ
ば
、

①
浄
土
変
相
図

②
来
迎
図

①
六
道
図

④
十
王
図

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
②
は
欣
求
浄
土
、

③
④
は
厭
離

棋
士
を
表
現
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ほ
か

に
二
河
白
道
図
や
法
然
上
人
な
ど
祖
師
の
御
影
や
絵
詞
伝
、
近

世
に
お
け
る
選
択
集
十
六
章
之
図
な
ど
も
浄
土
教
絵
画
と
し
て

あ
げ
ら
れ
る
が
、
今
回
は
法
然
浄
土
教
以
前
の
浄
土
教
に
と
い

う
乙
と
な
の
で
次
回
に
譲
り
た
い
。
本
稿
で
は
ま
ず
浄
土
教
絵

画
全
般
に
わ
た
っ
て
論
述
さ
れ
た
も
の
を
紹
介
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
分
野
に
つ
い
て
、
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
の
論
説
を
み
て
い

き
た
い
。

(二
)
浄
土
教
絵
画
の
研
究
概
況

浄
土
教
絵
画
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
研
究
雑

誌
に
投
稿
さ
れ
た
学
術
論
文

・
研
究
書
、

一
般
読
者
を
対
象
と

し
た
概
説
書
、
美
術
展
に
際
し
て
作
品
を
解
説
す
る
図
録
、
と
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大
ま
か
に
著
述
さ
れ
た
目
的
が
分
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
主
に

概
説
書
の
列
挙
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
し
た
い
。

先
行
研
究
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
成
田
俊
治

「浄
土
教
の

展
開
と
そ
の
文
化

浄
土
教
芸
術
研
究
」
(
「浄
土
教
文
化
論
」

山
喜
房
、

一
九
九

一
年
)
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

一
九
二
五
年
か

ら

一
九
八
三
年
ま
で
の
主
要
な
論
文
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

概
説
書
と
し
て
至
文
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る

『日
本
の
美

術
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
図
版
を
多
く
載
せ
、
巻
末
に
は
参
考
文

献
を
あ
げ
て
お
り
、
入
門
書
と
し
て
は
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
構

成
と
な
っ
て
い
る
。
浄
土
教
絵
画
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
岡

崎
譲
治

『浄
土
教
画
』
(四
三
号、

一
九
六
九
年
)
、
光
森
正
士

「阿

弥
陀
如
来
像
』
(二
四
一
号
、

一
九
九
三
年
)
、
宮
次
男

『六
道
絵
」

(二
七

一
号
、
一
九
八
八
年
)
、
河
原
由
雄

『浄

土

図

(
二
七
二
号、

一
九
八
八
年
)
、
漬
田
隆

『来
迎
図
』
(二
七
三
号、

一
九
八
九
年
)
、

中
野
照
男

『閤
魔
・
十
王
像
』
(一
三
三
号、

一
九
九
二
年
)
が

必のザ
h
v

。
浄
土
教
絵
画
全
般
に
わ
た
っ
て
論
述
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、



研究ノート

石
田
一
良

『浄
土
教
美
術

文
化
史
学
的
研
究
序
論
』
(
平
楽
寺

書
庖
、

一
九
五
六
年
、
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
九

一
年
改
訂
増
補
)
、

村
山
修

習
土

塾
-;z:;; 

術
と
弥

E 
E 
至
文
堂

九

年

潰
田
隆

『極
楽
へ
の
憧
慣

浄
土
教
絵
画
の
展
開
』
(
美
術
出
版

社

一
九
七
五
年
)
な
ど
が
あ
り
、
最
近
で
は
内
田
啓

浄

土
の
美
術
|
極
楽
往
生
へ
の
願
い
が
生
ん
だ
救
い
の
美
』
(
仏
教

美
術
を
極
め
る

2
、
東
京
美
術
、

二
O
O九
年
)
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
。

①
浄
土
変
相
図

浄
土
変
相
図
全
般
に
関
す
る
概
説
と
し
て
、
河
原
由
雄

『浄

土
図
』

(
前
出
)
な
ど
が
あ
る
。
主
要
な
作
例
と
し
て
、
中
国
で

は
敦
煙
莫
高
窟
壁
画
、

日
本
で
は
法
隆
寺
金
堂
壁
画
、
当
麻

智
光

・
清
海
の
三
憂
陀
羅
な
ど
が
あ
る
。

敦
煙
莫
高
窟
壁
画
に
つ
い
て
は
松
本
栄

「煉
煙
画
の
研
究
』

(
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
、

一
九
三
七
年
)
が
あ
り
、
最
近

で
は
勝
木
言一

郎

『初
唐
・
盛
唐
期
の
敦
埠
に
お
け
る
阿
弥
陀

浄
土
図
の
研
究
」
(
創
土
社
、

二
O
O六
年
)
、
大
西
磨
希
子
「
西

方
浄
土
変
の
研
'*' 己

実
公
三品
開制

美

智
版

。。
七
年

が

出
版
さ
れ
て
い
る
。

法
隆
寺
金
堂
壁
画
は
北
東
の
大
壁
を
薬
師
浄
土
変
、
東
の
大

壁
を
釈
迦
浄
土
変
、
西
の
大
壁
を
阿
弥
陀
浄
土
変
、
北
西
の
大

壁
を
弥
勅
浄
土
変
と
す
る
の
が

一
般
に
な
っ
て
い
て
、
敦
煙
莫

高
窟
壁
画
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
金
堂
壁
画
は

一
九
四
九
年
の
火
災
で
焼
損
し
て
し
ま
っ
た
が
、
模
写
が
残
さ

れ
て
い
る
。
金
堂
壁
画
に
つ
い
て

「法
隆
寺
金
堂
壁
画
』
(
朝
日

新
聞
社
、

一
九
九
四
年
)
が
あ
る
。

当
麻
憂
陀
羅
は
唐
将
来
説
の
あ
る
綴
織
当
麻
曇
陀
羅
の
ほ
か
、

文
亀
本
、
貞
享
本
と
い
う
転
写
本
が
現
存
し
て
い
る
。
当
麻
憂

陀
羅
は

『観
経
』
に
基
づ
き
、

善
導

『観
経
疏
』
の
記
述
と

致
す
る
こ
と
か
ら
、
証
空
や
聖
聡
を
は
じ
め
と
す
る
浄
土
宗
諸

師
に
よ
っ
て
研
究
が
さ
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
後
藤
真
雄

・
吉

田

雄

観
経

書
羅
図

~ 

東
洋
文
化

最

九。
年

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
編

「日
本
浄
土
憂
茶
羅
の
研
究

憂
茶
羅

・
当
曇
茶
羅

・
清
海
憂
茶
羅
を
中
心
と
し
て
」
(
中
央
公

論
美
術
出
版
、

一
九
八
七
年
)
、
塩
竃
義
弘

『品
見
陀
羅
を
説
く
』
(山

智
光
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喜
房
悌
書
林
、

二
O
O三
年
)
、
大
西
磨
希
子

『西
方
浄
土
変
の

研
究
」
(
前
出
)
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

実
迎

来
迎
図
全
般
に
関
す
る
概
説
と
し
て
、
漬
田
隆

「来
迎
図
』
(
前

出

中
野
玄

来
迎
図
の
美
術

同
朋

昔
版

九
八
五
年

が
あ
る
。
主
要
な
作
例
と
し
て
、
平
等
院
鳳
風
堂
壁
扉
画
、
阿

弥
陀
聖
衆
来
迎
図
(
高
野
山
有
志
八
幡
講
十
八
箇
院
)
、
早
来
迎

(
知
恩
院
)
な
ど
が
あ
り
、
山
越
阿
弥
陀
図
(
禅
林
寺
、
金
戒
光

明
寺
蔵
本
が
著
名
)
、
十
体
阿
弥
陀
像
(
知
恩
寺
)
と
い
う
異
色

な
来
迎
図
も
出
現
し
た
。

平
等
院
鳳
風
堂
壁
扉
画
は
藤
原
頼
通
が

一
O
五
二
年
に
平
等

院
を
創
建
し
て
か
ら
時
を
隔
て
な
い
で
描
か
れ
た
大
和
絵
風
九

品
来
迎
図
で
あ
る
。
壁
扉
画
に
つ
い
て
秋
山
光
和
ほ
か

「平
等

院
大
観
」
三

(
岩
波
書
庖
、

九
九
二
年
)
、
神
居
文
彰

『平

等
院
鳳
風
堂

よ
み
が
え
る
平
安
の
色
彩
美
』
(
東
方
出
版
、

二
O
O
二
年
)

が
あ
り
、
最
近
で
は
神
居
文
彰

「平
等
院
王

朝
の
美
|
国
宝
鳳
風
堂
の
仏
後
壁
』
(
別
冊
太
陽
、
平
凡
社
、

二
O
O九
年
)
が
刊
行
さ
れ
て
い
る

180 

有
志
八
幡
講
蔵
本
は
平
安
期
を
代
表
す
る
仏
画
で
あ
る
た
め

論
述
し
た
も
の
は
数
多
い
。
本
図
を
論
じ
た
著
作
と
し
て
須
藤

弘
敏

『阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図

夢
見
る
力
』
(
絵
は
語
る
3
、
平

凡
社
、

一
九
九
四
年
)

や

『国
宝

阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
』
(高

野
山
霊
宝
館
、

一
九
九
七
年
)
な
ど
が
あ
る
。『
国
宝

阿
弥
陀

聖
衆
来
迎
図
」
は
カ
ラ
ー

モ
ノ
ク
ロ
、
赤
外
線
、

X
線
写
真

を
掲
載
し
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
を
容
易
に
し
て
い
る
。
ま
た

号ι
ロ同

文
と
し
て
安
嶋
紀

国
宝
阿

露
聖

雲
迎
図

っ

て

が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
本
図
に
関
係
す
る
こ
れ
ま
で
の
論
文
、

解
説
等
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

①
六
道
図

六
道
図
全
般
に
関
す
る
概
説
と
し
て
、
宮
次
男

『六
道
絵
』
(
前

出
)
、
中
野
玄
三
『
六
道
絵
の
研
究
」
(
淡
交
社
、

一
九
八
九
年
)

が
あ
る
。
作
例
と
し
て
地
獄
草
紙
(
奈
良
国
立
博
物
館
蔵

巻、

東
京
国
立
博
物
館
蔵

一
巻
、
益
田
家
旧
蔵
「
沙
門
地
獄」

巻

文
化
庁
蔵
「
酔
邪
図
」

一
巻
)
、
餓
鬼
草
子
(
東
京
国
立
博
物
館
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蔵

一
巻
、
京
都
国
立
博
物
館
蔵

一
巻
)
と
い
う
平
安
時
代
に
製

作
さ
れ
た
絵
巻
が
あ
る
。
影
印
本
と
し
て
小
松
茂
美
編
「
日
本

の
絵
巻
』
七
(
中
央
公
論
社
、

一
九
八
七
年
)
な
ど
が
あ
る
。

次
に
源
信

『往
生
要
集
』
を
も
と
に
し
た
作
例
と
し
て
六
道

図
(
聖
衆
来
迎
寺
蔵
)
が
著
名
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
泉
武
夫

加
須
屋
誠
・
山
本
聡
美
編
『
国
宝
六
道
絵
』
(
中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
O
O七
年
)
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

④
十
王
図

十
王
図
全
般
に
関
す
る
概
説
と
し
て
、
中
野
照
男

「閤
魔

十
王
像
」
(
前
出
)
が
あ
る
。
十
王
図
の
典
拠
と
な

っ
た
の
は

『地

蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』
『
預
修
十
王
生
七
経
」
と
い
う
偽
経

で
あ
る
。
十
王
信
仰
は
中
国
で
唐
代
末
期
か
ら
五
代
に
か
け
て

成
立
し
、
日
本
で
十
王
信
仰
が
盛
ん
に
な

っ
た
の
は
鎌
倉
時
代

に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
室
町
時
代
に
な
る
と
十
三
仏
信
仰
に

展
開
し
、
十
三
仏
図
が
製
作
さ
れ
た
。

主
な
作
例
と
し
て
敦
燥
に
十
王
経
図
巻
や
地
蔵
十
王
図
が
あ

る
。
十
王
経
図
巻
に
つ
い
て
は
禿
氏
祐
祥
・
小
川
貫
弐
「
十
王

生
七
経
讃
図
巻
の
構
造
」
(
『
西
域
文
化
研
究
』
五、

一
九
六
二
年
)

で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
地
蔵
十
王
図
は
地
蔵
菩
薩
を
主

尊
に
し
て
、
周
囲
に
十
王
、
童
子
、
判
官
な
ど
を
配
し
て
い
る
。

日
本
に
は
中
国
や
朝
鮮
か
ら
伝
来
し
た
十
王
図
が
現
存
し
て
い

る
。
中
国
か
ら
伝
来
し
た
作
例
と
し
て
、
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
本
、

香
川
法
然
寺
蔵
本
な
ど
が
あ
る
。
朝
鮮
か
ら
伝
来
し
た
作
例
と

し
て

広
島
光
明

喜
本

久
留
米
善
導
寺
蔵
本
な
ど
が
あ
る

日
本
に
お
け
る
作
例
と
し
て
京
都
二
尊
院
蔵
本
、
京
都
浄
福
寺

蔵
本
な
ど
が
あ
り
、
画
面
上
部
に
本
地
仏
が
描
か
れ
て
い
る
こ

と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

(
文
責

石
川
達
也
)
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近
世
浄
土
宗
学
の
基
礎
的
研
究

『
阿
弥
陀
経
随
聞
講
録
』
書
き
下
し

一寸
{
)
N
曲一

の
例
に
任
せ
て
、
略
し
て
三
門
を
開
く
。

将
に
此
の
「
経
』
を
講
ぜ
ん
と
す
る
に
、

『寿
』
『
観
」
両
経

一
に
は
大
意
、

二
に

は
釈
名
、

三
に
は
入
文
解
釈
な
り
。

一
大
意
}

第

一
、
大
意
の
中
に
四
有
り
。

は
所
説
の
大
猷
、

三
に
は
宗
体
の
定
判
、

な
り
。

一
教
起
所
因
}

一
に
は
教
起
の
所
因
、

二
に

四
に
は
蔵
教
の
所
摂

一
に
教
起
の
所
因
と
は
、
調
わ
く
、
浄
土
教
起
こ
る
所
の
所

182 

以
の
義
な
り
。
所
調
る
浄
土
教
の
起
こ
る
因
由
、
之
を
教
起
の

所
因
と
云
う
な
り
。
夫
れ
以
み
る
に
知
来
、
衆
生
の
機
に
随

い
て
、

八
万
四
千
の
法
門
を
説
き
た
ま
う
。
誓
え
ば
大
医
王
の

病
を
治
す
る
が
如
く
、
空
有
悉
く
除
き
て
皆
証
悟
の
門
に
入
る

の
方
便
な
り
。
然
る
に

一
類
の
機
有
り
て
根
鈍
障
重
に
し
て
漸

頓
空
有
の
諸
の
法
門
、
更
に
之
を
修
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
是
の

故
に
解
脱
の
者
も
無
く
、
亦
た
、
開
悟
の
者
稀
な
り
。
愛
に
世

尊
大
悲
の
昨
を
垂
れ
て
、
遥
か
に
濁
世
の
機
を
知
見
し
た
ま
う
。

在
世
と
云
い
、
末
代
と
云
い
、
此
の
知
き
の

一
類
根
鈍
障
重
の

者
は

一
代
の
所
説
漸
頓
空
有
の
法
門
、
自
ら
修
行
し
、
自
ら
証

悟
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
之
に
由
り
て
、
只
、
徒
に
生
死
に
輪
回

す
。
爾
る
に
此
の
教
法
に
漏
る
る
所
の
衆
生
、
若
し
之
を
残
し
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て
度
す
る
こ
と
能
わ
ず
と
言
わ
ば
、
世
尊
の
大
悲
、
宣
に
満
足

と
言
わ
ん
や
。
況
ん
や
諸
仏
の
大
悲
は
苦
者
に
於
い
て
す
。
若

し
之
を
済
わ
ず
ん
ば
、
諸
仏
の
出
興
、
其
れ
何
の
益
ぞ
や
。
由

り
て
此
の

一
類
の
機
の
為
に
、
浄
土
の
教
法
を
開
演
し
た
ま
う
。

是
れ
三
世
諸
仏
の
規
轍
、
皆
以
ち
て
斯
く
の
如
き
可

Sσ
一
の
み
。

凡
そ
如
来

一
代
の
説
法
、
大
い
に
分
か
ち
て
二
と
す
。

は

聖
道
教
、

二
に
は
浄
土
教
な
り
。
爾
る
に
其
の
聖
道
教
は
根
性

利
な
る
者
は
自
ら
修
行
し
、
自
ら
開
悟
す
る
故
に
、
皆
悉
く
益

を
蒙
る
。
其
の
浄
土
教
は
其
れ
等
の
修
行
に
堪
え
ざ
る
鈍
根
無

智
の
者
の
、
只
、
他
力
に
依
り
て
彼
の
国
に
生
ず
る
こ
と
を
得

て
、
終
に
仏
果
を
期
す
。
も
と
よ
り
諸
仏
の
出
世
は

一
切
衆
生

を
し
て
迷
を
去
り
、
悟
に
入
ら
し
め
ん
が
為
な
り
。
若
し
此
の

理
無
く
ん
ば
、
諸
仏
出
興
し
て
大
悲
不
満
の
失
有
り
。
是
の
故

に
、
世
尊
常
没
の
衆
生
の
為
に
、
更
に
浄
土
の
法
門
を
開
闘
し

た
ま
う
な
り
。『
般
舟
讃
」
三
紙
に
釈
す
る
が
如
き
、
「
或
い
は
人

天
二
乗
の
法
を
説
き
、
或
い
は
菩
薩
浬
繋
の
因
を
説
き
、
或
い

は
漸
、
或
い
は
頓
、
空
有
を
明
か
し
、
人
法
二
陣
、
双
べ
て
除

か
し
む
。
根
性
利
な
る
者
は
皆
益
を
蒙
る
。
鈍
根
無
智
は
開
悟

し
難
し
。
万
劫
の
修
行
は
実
に
続
き
難
し
。

一
時
に
煩
悩
百
千

間
わ
る
。
若
し
裟
婆
の
証
法
忍
を
待
た
ば
六
道
恒
沙
の
劫
に
も

未
だ
期
あ
ら
ず
。
此
の
貧
韻
火
焼
の
苦
を
験
た
む
る
に
、
走
り

て
弥
陀
国
に
入
ら
ん
に
は
如
か
ず
」
と
己
上。

此
の
釈
、
即
ち

浄
土
教
起
の
所
固
な
り
。

{ 

. 

一. 

一
所
説
大
猷
}

二
に
所
説
の
大
猷
と
は
、
猷
の
字
、
道
と
訓
ず
る
な
り

『玄
応

音輔さ

第七巻、

『大
部
補
昌

一巻
土
ハ紙
。
謂
わ
く
、

一
経
の
大
綱
、
即

み
ち
す
じ

ち
此
の
『経
」
所
説
の
大
道
筋
を
所
説
の
大
猷
と
云
う
な
り
。
今、

此
の

『阿
弥
陀
経
』
に
は
、
世
尊
何
等
の
事
を
説
き
給
ウ
ゾ
卜

云
う
に
、
衆
生
無
始
よ
り
以
来
た
、
苦
海
に
沈
没
し
て
、
此
の

裟
婆
を
認
め
て
自
ら
本
国
と
執
し
、
染
着
し
て
厭
わ
ず
。
是
を

以
ち
て
世
尊
、
浄
土
依
正
の
荘
厳
を
説
き
て
衆
生
を
し
て
彼
土

を
欣
慕
せ
し
む
。
凡
夫
、
も
と
よ
り
楽
欲
の
心
有
る
が
故
に

彼
土
の
殊
勝
な
る
こ
と
を
聞
き
て
、
願
生
の
心
を
生
ず
。
是
の

故
に
此
の

『経
』
は
先
ず
極
楽
の
依
正
を
説
く
。
可。
ω曲
一
既
に

願
生
の
心
を
生
じ
て
彼
土
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
に
は
、
則
ち
必
ず

『阿弥陀経随聞講録J書き下し183 



其
の
行
有
り
。
故
に
次
に

一
日
七
日
の
念
仏
を
説
く
。
此
の

日
七
日
の
行
、
但
、

一
日
七
日
を
挙
ぐ
と
離
も
、
意
は
一
生
乃
至

十
声

一
声
等
を
兼
ぬ
な
り
元
祖

『小経

E
の意
。『
漢
語
一日

第
三
巻
十
紙

。

然
る
に
此
の
念
仏
、
皆
往
生
の
因
と
す
る
の
義
、
衆
生
疑
惑
し

て
甚
だ
之
を
信
ぜ
ず
。
其
の
中
に
も
在
家
の
尼
入
道
の
輩
は
但

信
に
し
て
深
く
本
願
の
旨
を
信
ず
と
離
も
、

一
類
の
出
家
、
或

い
は
在
家
の
小
賢
し
き
者
は
還
り
て
本
願
を
信
ぜ
ず
。
是
の
故

に
彼
の
不
信
の
衆
生
を
し
て
疑
を
除
き
信
を
生
ぜ
し
め
ん
が
為

に
次
に
六
方
諸
仏
の
証
誠
を
説
く
。
此
れ
如
来
、
方
便
説
に
非

ざ
る
こ
と
を
顕
す
。
而
し
て
後
に
尚
重
ね
て
現
前
の
勝
益
を
説

き
て
、
感
動
部
に
衆
生
を
勧
進
し
た
ま
う
。
是
れ
乃
ち
此
の

「経
」

の
所
説
の
大
猷
な
り
。

{ 

. 
一一. 

一
宗
体
定
判
}

三
に
宗
体
の
定
判
と
は
、
宗
と
は
尊
な
り
。

一
経
の
崇
む
る

所
を
宗
と
日
う
。
体
と
は
法
体
な
り
。一

経
の
所
詮
を
体
と
日
う
。

即
ち
、
宗
の
趣
く
所
な
り
。
定
と
は
決
定
な
り
。
判
と
は
判
断

な
り
。
然
る
に
宗
家
の
意
は
宗
体
各
別
な
り
。
調
わ
く
、
此
の

「経
』
の
尊
ぶ
所
、
唯
、
称
名
の
一
行
な
り
。
故
に
念
仏
を
宗
と
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す
。
宗
の
趣
く
所
、
唯
、
往
生
に
在
り
。
其
の
落
ち
着
き
処
は

往
生
浄
土
の
故
に
、
往
生
を
以
ち
て
経
の
体
と
す
る
な
り
。
爾

る
に

『寿
」「
観
」
両
経
は
仏
随
他
の
前
に
暫
く
定
散
の
諸
行
を

説
き
た
ま
う
。
其
の
由
は
も
と
よ
り
弥
陀
に
摂
機
の
願
有
り
。

故
に
今
日
の
釈
迦
も
亦
た
之
を
説
き
た
ま
う
。
皆
是
れ
機
欲
に

随
う
を
以
ち
て
な
り
。
此
の

『経
』
は
爾
ら
ず
。
唯
、
専
ら
弥

陀
の
本
願
大
悲
の
随
自
意
を
説
き
た
ま
う
。
誠
に
濁
世
の
衆
生

及
び
十
悪
五
逆
等
の
罪
人
、
若
し
命
終
に
臨
む
時
、
余
法
を
勧

進
せ
ん
に
、
行
者
更
に
修
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
只
、
此
の
念
仏

の
一
法
の
み
能
く
称
念
す
る
に
堪
え
た
り
。
一
寸
(
}
ω
σ
一
是
れ
即
ち
法

蔵
因
位
の
本
願
の
志
す
所
な
り
。
是
を
以
ち
て
此
の

「経
』
に

は
随
他
を
雑
え
ず
、
唯
、
随
自
意
念
仏
の

一
法
を
説
く
。
故
に

念
仏
を
宗
と
す
る
な
り
。
又
、
驚
師
の
知
き
は
、
「
即
ち
名
号
を

以
ち
て
経
体
と
す
」
。
是
は
宗
即
体
の
意
な
り
。
謂
わ
く
、
此
の

『経
』
の
所
詮
、
専
ら
仏
名
に
在
る
が
故
な
り
。
言
う
所
の
体
と
は
、

彼
の
仏
、
修
生
顕
得
の
三
身
、
万
徳
惣
別
の
功
徳
皆
是
れ
仏
体

な
り
。
即
ち
此
の
体
を
以
ち
て
名
号
に
摂
在
す
。
故
に
仏
名
を
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以
ち
て
経
体
と
す
る
な
り
。

【

ー. 

四

一
蔵
教
所
摂
】

四
に
蔵
教
の
所
摂
と
は
、

二
蔵
の
中
に
は
菩
薩
蔵
に
収
む
。

二
教
の
中
に
は
亦
た
是
れ
頓
教
の
摂
な
り
。『
般
舟
讃
」
に
云
わ

く
、
「
『観
経
」「
弥
陀
経
』
等
の
説
は
即
ち
是
れ
頓
教
菩
薩
蔵
な

り
己
上
」
と
。
摂
と
は
、

『韻
会
」
に
日
わ
く
、
収
な
り
。
実
に
念

仏
の

一
法
は
多
生
多
劫
を
歴
ず
し
て
、
頓
に
初
地
に
入
る
。
宣

に
頓
教
に
非
ず
や
。
況
や
余
教
の
頓
は
頓
と
言
う
と
難
も
、
尚

お
機
に
蒙
る
と
き
は
則
ち
還
り
て
漸
な
り
。
是
の
故
に
元
祖
大

師

「漢幅
削灯
』
惜別
一雪
一紙
日
わ
く
、

「天
台、

真
言
皆
頓
教
と
名
づ
く
。

然
れ
ど
も
彼
は
断
惑
証
理
す
る
が
故
に
猶
お
是
れ
漸
教
な
り
。

未
断
惑
の
凡
夫
、
直
ち
に
三
界
の
長
夜
を
出
過
す
る
こ
と
を
明

か
す
こ
と
は
、
偏
に
是
れ
此
の
教
な
り
。
故
に
此
の
教
を
以
ち

て
頓
中
の
頓
と
す
る
な
り
」
。

一
釈
名
】

第
二
、
題
名
を
釈
す
と
は
、
此
に
亦
た
二
あ
り
。
初
め
に
経

題
を
釈
し
、
次
に
訳
人
を
弁
ず
。

-
釈
経
題
】

初
め
に
経
題
を
釈
す
と
は
、
此
の

『経
』
、
本
と

『称
讃
不
可

思
議
功
徳

一
切
諸
仏
所
護
念
経
』
と
名
づ
く
。
奨
師
の
唐
訳
に

は
即
ち
本
題
を
用
い
て

『称
讃
浄
土
仏
摂
受
経
」
と
云
う
。
今

の

『経
」
は
秦
の
訳
な
り
。
本
題
を
隠
略
し
、
宗
に
拠
り
、
要

を
取
り
て
、
別
し
て
此
の
題
を
建
つ
る
に
略
し
て
五
意
有
り
。

一
に
は
則
ち
上
み

「経
』
の
旨
に
符
う
。「
経
」
の
中
に
唯
、
持

名
の
方
法
を
示
す
。
故
に
仏
名
を
取
り
て
可
主
主
用
ち
て
題
の

首
め
に
標
す
。
こ
に
は
則
ち
下
も
機
宜
し
き
に
適
い
て
、
弥
陀

の
名
号
は
衆
の
楽
聞
す
る
所
の
故
に
、
用
ち
て
題
に
標
す
れ
ば

人
多
く
信
受
す
る
が
故
に
。
三
に
は
理
、自
ず
か
ら
包
含
す
。
但、

仏
名
を
標
す
れ
ば
、
称
讃
護
念
、
任
運
に
自
ず
か
ら
摂
す
る
が

故
に
。
四
に
は
義
、
便
易
を
存
す
。
党
号
は
兼
含
な
り
。
耳
に

聞
け
ば
淳
熟
す
る
が
故
に
。
五
に
は
語
、
簡
要
に
従
う
。

の
受
持
称
道
、

繁
か
ら
ざ
る
が
故
に

巳
上
、
元
照
『
義
甚
な
り
。
日
比
日
」

。。

に
云
わ
く
、
五
意
の
中
、
問
は
耳
聞
に
約
し
、
五
は
口
林
を
取
る
。」。

後
世
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仏
と
は
、
能
説
の
教
主
、
釈
迦
世
尊
な
り
。
是
れ
、
通
号
を
挙

げ
て
別
号
を
知
ら
し
む
な
り
。
謂
わ
く
、

一
仏
所
領
の
三
千
世

界
に
但
、
仏
と
言
う
は
、
則
ち
釈
迦
に
局
る
、
余
仏
の
出
世
無

き
が
故
に
。
元
祖
大
師
、

「三
部
経
』
御
講
談
の
時

一芸

両
経
檎
鮮
の
如
し
。
『定患

一巻
廿
七
紙
、
冒
宗
主
四
巻
廿
一紙
。
拐
、
仏
は
党

E 
E 

語
の
略
、
具
さ
に
は
仏
陀
と
云
う
。
此
に
は
翻
じ
て
覚
と
云
う
三

党
解
釈
、
常
の
如
し
。

即
ち
三
身
相
即
の
応
身
仏
な
り
。

説
と
は
、

口
音
陳
唱
な
り
。
六
塵
に
通
ず
と
難
も
今
は
声
塵
説

法
な
り
。
此
の
土
は
耳
根
利
な
る
が
故
に
如
来
四
弁
八
音
を
以

ち
て
阿
弥
陀
仏
の
噂
を
陳
唱
し
た
ま
う
を
、
説
と
云
う

具
さ
に
は
両

経
『
講
径
の
如
h
o
拐
、
説
の

一
字
、
能
所
に
週
ず
。
若
し
「
仏
の

説
き
た
ま
う
阿
弥
陀
経
」
と
点
ず
る
時
は
能
説
に
し
て
釈
迦
の

方
に
附
く
。
此
の
時
は
「
今
日
の
釈
迦
、
阿
弥
陀
の
こ
と
を
説

き
た
ま
う
経
」
と
云
う
事
な
り
。
若
し
「
仏
の
説
け
る
阿
弥
陀
経
」

と
点
ず
る
時
は
所
説
に
し
て
仏
の
為
に
説
か
る
る
法
と
ナ
ル
ナ

1) 阿
弥
陀
と
は
、
彼
の
土
の
教
主
、
所
説
の
人
を
示
す
。
他
仏
に

非
ざ
る
こ
と
を
簡
す
。
故
に
別
号
を
標
す
。
阿
弥
陀
、
此
に
は

無
量
と
翻
す
。
此
の
義
、

「経」

に
自
ら
説
く
が
如
し

「
但
し
直
ち
に

無
量
と
翻
す
な
り
。
無
量
寿
光
は
殺
を
以
ち
て
加
制
す
」
云
云
。
『
玄
記
」
三
巻
三
十
二
紙
。
住
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き
て
見
よ
。。

然
る
に
此
の

『経
」
は
広
く

一
日
七
日
の
念
仏
、
六

法
諸
仏
の
証
誠
及
び
彼
の
国
の
依
正
二
報
の
功
徳
を
説
く
。
題

は

一
部
の
都
名
な
れ
ば
、
具
さ
に
は
彼
の
義
を
題
す
べ
し
。
可。舎一

何
ぞ
只
、
阿
弥
陀
と
の
み
標
す
る
や
。
謂
わ
く
、
今
、
阿
弥
陀

の
三
字
に
尽
く
之
を
摂
収
す
。
然
る
所
以
は
、
阿
弥
陀
は
是
れ

能
成
の
人
、
依
正
は
是
れ
所
成
の
報
な
り
。
今
、
能
成
の
仏
を

挙
げ
て
所
成
の
報
を
摂
す
。
文
た
、
阿
弥
陀
は
是
れ
所
証
の
仏
、

諸
仏
は
是
れ
能
証
の
仏
な
り
。
今
、
所
証
の
仏
を
挙
げ
て
能
証

の
諸
仏
を
摂
す
。
又
た
、

一
日
七
日
の
念
仏
は
是
れ
能
念
の
念

仏
な
り
、
阿
弥
陀
は
是
れ
所
念
の
仏
な
り
。
今
、
所
念
の
仏
を

挙
げ
て
能
念
の
念
仏
を
摂
す
。
題
は
も
と
よ
り
極
略
を
尊
む
。

故
に
今
、
阿
弥
陀
を
標
し
て
悉
く
之
を
摂
尽
す
。

拐、

「寿
』『
観
』
両
経
は
演
語
を
題
す
。
今
は
党
語
を
存
す
。

此
の
義
、
元
照
の
五
義
、
向
き
に
弁
ず
る
が
如
し
。
所
詮
党
語

は
多
含
の
故
に
、

口
称
に
便
り
有
る
が
故
な
り
。
元
祖
大
師
、

此
の

「経
」
の
本
意
を
釈
し
て
云
わ
く
、
「
「観
経
」
に
は
初
め
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に
広
く
諸
行
を
説
き
て
遍
く
機
縁
に
逗
し
、
後
に
は
諸
行
を
廃

し
て
念
仏
の

一
行
に
結
帰
す
と
難
も
、
然
れ
ど
も
尚
、
彼
の

経

は
諸
行
の
文
は
広
く
、
念
仏
の
文
は
狭
し
。
是
を
以
ち
て
行
学

の
徒
、
義
路
迷
い
易
く
、
是
非
決
し
難
し
。
故
に
今
此
の

『経
』

は
諸
行
を
廃
捨
し
て
唯
、
念
仏
を
明
か
す
。
是
れ
則
ち
念
仏
の

行
に
於
い
て
決
定
の
信
を
生
ぜ
し
め
ん
が
た
め
な
り
巳
上

議
E 

三
巻
七
紙

」
。

経
と
は
、
宗
家
は
「
経
と
は
経
な
り
」
と
釈
す
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、

た
て

如
来
四
弁
八
音
の
経
に
浄
土
依
正
の
荘
厳
、

一
日
七
日
の
念
仏

由
き

及
び
諸
仏
証
誠
の
緯
を
打
て
ば
、
衆
生
之
を
聞
き
て
疑
を
除
き
、

信
を
生
じ
て
願
生
の
心
を
生
じ
、
称
名
相
続
し

終
に
往
生
浄

土
の
衣
服
と
仕
立
つ
る
事
な
り
委
く

Z

E
雇

、
ま
手
る
如
し
。

又
た
、
鷲
師
は
「
経
と
は
常
な
り
」
と
釈
し
て
、
仏
の
説
は
三

世
に
改
転
無
き
こ
と
誓
え
ば
王
の
詔
の
知
し
と
、
此
土
の
聖
人

の
経
を
以
ち
て
仏
説
の
経
を
解
し
た
ま
う
。
是
れ
三
世
諸
仏
不

変
の
常
式
を
顕
し
て
可

C
F一
経
の
義
を
釈
し
た
ま
う
な
り
。

{ 

. 

. 

一
弁
訳
人
】

次
に
訳
人
を
弁
ず
と
は
、
此
の

『経」

の
前
後
に
其
の
四
訳

一
に
は
秦
の
弘
始
四
年
二
月
八
日
、
羅
什
訳
す
。
『
小
無

量
寿
経
」
と
名
づ
く
。
こ
に
は
宋
の
元
嘉
年
中
、
求
那
践
陀
羅

訳
す
。
四
紙
。
三
に
は
永
徽
六
年
、
大
唐
の
三
蔵
、
慈
恩
寺
に

於
い
て
訳
す
。
『
称
讃
浄
土
仏
摂
受
経
』
と
名
づ
く
。
十
紙
。
四

有
り
。

主に
をは
失後
す;17漢

又
た

『
阿
弥
陀
経
偏
」

一
紙
を
訳
出
す
。
而
も
訳

株
宏
『
疏
紗
』
に
云
わ
く
、
「
『後
出
阿
弥
陀
偏
経
』
は
、
始
終
唯
、
備
の
み
。

。

。

ハ

ヨ

是
れ
伽
陀
の
部
な
り
」。『
頭
書
」
に
云
わ
く
、
「
後
漢
の
訳
、
備
に
師
の
名
#
失
っ
す
」
。『
貞
元

録
』
に
云
わ
く
、
「
後
に

『阿
弥
陀
仏
尚
経
』一

巻
を
出
す
、
一
紙
な
り
」
。
備
は
未
だ
誰
人
の
所

q
L
 

造
を
知
ら
ず
。
故
に
別
し
て

「
一
切
経
中
」
と
云
う
。
人
を
し
て
信
#
取
ら
し
む
な
り」
。
己
上
。

迦
才
の

『浄
土
論
』
の
中
、
廿
五
紙
に
云
わ
く
、
「
一
切
経
中
の
弥
陀
仏
備
に
云
う
が
如
く
ん
ば
、

乃
至
世
々
に
稽
首
し
て
礼
す
と
。
釈
し
て
日
わ
く、

一
切
経
中
に
此
の
礼
文
有
り
」
己
上
。
凡
そ

れ 理
羅宇
十四
，，..1.. fT 

師 E
~ 1;] 
pリT 1，= 

訳午
な 捻
り詰
E E 

る

E222 
上ム
巻 寸、

作3 此

仁宗
景解
νノは

薪型
堕24長

に
云
わ
く
、
「
四
本
有
り
と
難
も
、
党
言
乃
ち
同
じ
。
今
、
検
む

『法
事
讃
記
」
中
二
紙
」
。

る
に
第
二
の
訳
、
未
だ
其
の
本
を
見
ず

己上

因
に
四
訳
の
所
拠
を
出
だ
さ
ば
、

-
羅
什
訳

『歴代
三
宝
邑
努
勺
国
広告
第
m

町、
吉
元
在
第
γ

町、丙
典
芭
第
有
司
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定
遅
第
三
、
「訳経
図
星
第
三。2

3

4

5

 

・
玄
英
訳
丙
典
何
度
第
市
司
定
録
』
第
ゐ
商
元
在
第
γ

判
、
吉
元
在
第
十
コ

6

7

8

 

・
求
那
践
陀
羅
訳

『内
典
控
第
布
冒
冗
録
』
第
均
読
経
図
芭
第
三
時
『貞一
冗遅

9

0

I

 

3

4

4

 

第五、

『刊
定
盆
第
三
、
『歴代
三宝
記」第
六。

-

『阿
弥
陀
経
偏
』

E
代
三
宝
星

第
四
、
第
士
託

『関元録
」
第
一A
E一死控

4

E

J

6

7

 

4

4

4

4

 

第廿四、

『訳
経
図
記
」
第
て『
刊
定
録
」
第五、

『内
典
録
』
第
八
、
第
九
。

-
拐
、
羅
什
翻
訳
の
時
代
を
弁
ぜ
ば
、
後
秦
の
弘
始
四
年
壬
寅

の
年
二
月
八
日
な
り
弘
始
四
年
は
仏
入
滅
翌
年
よ
り
一千
三百
四
十
九
年
に
成
る
な

り
。
此
の
歳
即
ち
東
晋
は
安
帝
の
隆
市
主
ハ
壬
寅
の
年
、
後
貌
は
道

武
帝
の
天
興
五
壬
寅
の
年
に
当
た
る
な
り
。
什
公
、
此
の

『経』

を
翻
し
て
後
、
北
朝
、
覇
を
雑
え
る
故
に
、
東
晋
後
競
の
年
号
、

各
お
の
弘
始
年
中
に
配
当
し
て
可
S
Z
之
を
知
ら
し
む
る
の
み
。

即
ち
日
本
第
十
八
代
履
仲
天
皇
治
世
三
壬
寅
年
に
当
た
る
。
享

保
十

一
丙
午
の
年
に
至
り
て
凡
そ

一
千
三
百
廿
五
年
に
成
る
な

り
上
来
、
吉
控
第
十
巻
品
川
七
紙
井
び
に
『
和
漢
合
連
に
拠
り
て
之
を
考
う
。
然れば

『墜

に
弘
始
四
年
#
辛
丑
と
云
う
。
之
に
依
り
て
余
も
皆
辛
丑
に
作
る
。
蓋
し
是
れ
支
干
#
謬
る
の
み
。

後
秦
の
弘
始
四
年
は
正
し
く
壬
寅
に
当
た
る
。故
に
今
改
め
て
圭
寅
に
作
る
。又た、「直牒」と『合

連
』
と
梢
や
小
ノ
奨
有
り
。
対
校
し
て
応
に
知
る
べ
し
。

-
挑
秦
と
は
、
凡
そ
秦
に
固
有
り
。

一
に
は
亡
秦
、

こ
に
は
前
秦
、
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三
に
は
後
秦
、

四
に
は
西
秦
。
今
は
後
秦
を
指
す
な
り
。
即
ち

後
秦
の
桃
興
皇
帝
の
時
な
り
。
桃
は
秦
主
の
氏
、
興
は
名
な
り
。

後
漢
の
末
に
起
こ
る
所
の
後
親
の
時
の
秦
な
り
。
故
に
後
秦
と

日
う
。
文
た
、
周
に
一
顧
秦
非
子
と
い
う
者
に
始
ま
る
。

南
北
朝
に
符
秦

挑
秦
有
り
符
秦
は
南
朝
裏
面
の
時
の
氏
極
な
り
。
鑑
定
義
樹
な
り
。
挑
官
官
の
子
の
興
に
始

まる
。
今
、
挑
と
言
う
は
、
余
の
秦
に
掠
非
す
。
故
に
氏
を
呼
び

て
挑
秦
と
日
う
な
り
日
本
第
十
八
代
履
仲
天皇の
御
宇
に
当
た
る
。

-
三
蔵
と
は
、
経
律
論
に
通
じ
て
華
党
を
兼
ね
て
普
く
す
株
宏
買

紗
」。

-
法
師
と
は
、
伝
訳
弘
通
の
人
な
り

『法
華
科
註
』一

之
上
十
一
院
。
仏

法
の
属
す
る
所
、
開
演
し
て
人
に
施
し
、
専
ら
表
範
と
す
。
故

に
法
師
と
名
づ
く
。

-
鳩
摩
羅
什
と
は
、
党
語
、
具
さ
に
は
鳩
摩
羅
者
婆
什
と
云
う
。

外
国
の
名
を
製
す
る
、
多
く
父
母
に
因
る
な
り
。
父
は
鳩
摩
羅
攻
、

母
の
字
は
香
婆
、
故
に
兼
ね
取
り
て
名
を
鳩
摩
羅
書
婆
と
為
す
。

此
に
は
童
寿
と
云
う
什
、
陣
営e
強
記
に
し
て
、
人
、
能
く
及
ぶ
こ
と
莫
し
。
幼年高

徳
を
以
ち
て
の
故
に
重
寿
と
云
う
。
寿
は
長
年
の
請
な
り
。
童
子
の
年
を
以
ち
て
寿
番
の
智
有
る
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が
故
な
り
。
什
と
は
、
深
く
此
の
方
の
字
の
什
を
善
く
す
る
を
以
ち

正て
お名

需主
を f守
塑什
九は
幽 詩
情什
11:<1な
の仇
H リ

忠詩
祭の

記事
し52 ;;: 

編せ
を主
ー 玄

巻之
の 『
什 訴
と経
す 』

の

言語
十
篇各
をお
以の

i i 

型
凪
ぐ
と
も
亦
た
什
と
称
す
。
成
数
#
挙
ぐな旬
。
妾
匿
に
云
わ
く
、
「
煩
な
白
。
華
党

り合
株わ
寄せ

2挙
げ

日て
大羅
言 什
玄 「で

う。54称
者す
偏る
処 tr
sh 
を u

芋師
。 は

父天
を竺
鳩国
摩の
羅人
瑛な

と
云
う
。
家
、
世
々
相
国
た
り
。
什
の
祖
父
、
達
多
、
伺
償
に

し
て
群
な
ら
ず
。
名
、
国
に
重
ね
ら
る
。
父
、
鳩
摩
羅
政
、
聡

明
に
し
て
認
節
有
り
。
将
に
相
位
を
嗣
が
ん
と
す
。
乃
ち
辞
し

避
け
て
出
家
し
、
東
、
葱
嶺
を
度
り
、
亀
該
国
に
至
る

『梁
僧伝
音

義
』
に他、北り
k
、必は靖之
切
。『
名義集
」一-
一巻
卜五紙
に
云
わ
く
、
文
た
、
丘
慈
と
音
す
。『
西

械記
」一
巻五紙に
日わ
く
、
「
閉
山
(
肘
勿
切
)
支
凶
、
(旧に他
滋
と
目
立
。『
前
灯
新
話
」
の

注に
一五わく、

亀
該国、

西
夷
に
在
り
。
斉
の
穆
提
婆
が
一五
わ
く
、
仮
使
い
国
家
尽
く
失
な
え
ど

也
、
警
d

円
以
南
、
循
お
州
地
滋
と
作
す
べ
し
。
国
主
白
純
王
、
其
の
栄
を
棄
つ
る

こ
と
を
聞
き
て
、
甚
だ
之
を
敬
慕
し
、
自
ら
郊
に
出
て
迎
え
請

し
て
国
師
と
す
。
王
に
妹
有
り
。
年
始
め
て
二
十
。
才
悟
明
敏

に
し
て
日
を
過
ぐ
れ
ば
必
ず
解
す
。

一
た
び
聞
く
と
き
は
、
則

ち
請
す
。
且
つ
体
に
赤
贋
有
り
。
法
、
智
子
生
む
。
諸
国
、
之

を
縛
す
れ
ど
も
、
並
び
に
行
く
こ
と
を
肯
え
ん
ぜ
ず
。
羅
瑛
を

見
る
に
及
び
て
、
心
、
之
に
当
た
ら
ん
と
欲
す
。
乃
ち
逼
り
て

以
ち
て
妻
あ
わ
す
。
既
に
し
て
什
を
懐
く
。
什
、
胎
に
在
る
時
、

其
の
母
、
恵
解
常
に
倍
す
。
雀
梨
大
寺
名
徳
既
に
多
く
又
た
得

道
の
僧
有
る
を
聞
き
て
即
ち
王
族
の
貴
女
、
徳
行
の
諸
尼
と
日

を
弥
り
て
供
を
設
け
、
請
斉
聴
法
す
。
什
の
母
、
忽
ち
自
ら
天

竺
の
語
に
通
じ
、
難
問
の
辞
、
必
ず
淵
致
を
窮
む
。
衆
、
戚
な

歎
異
す
。
羅
漢
達
摩
塵
沙
と
云
う
有
り
。
日
わ
く
、
此
れ
必
ず

智
子
を
懐
か
ん
と
。
為
に
舎
利
弗
在
胎
の
証
を
説
く
。
什
が
生

る
の
後
に
其
ひ
て
、
還
り
て
前
言
を
忘
る
。
久
し
く
し
て
什
が
母
、

出
家
を
楽
欲
す
。
夫
、
未
だ
之
を
許
さ
ず
。
遂
に
更
に

一
男
を

産
す
。
弗
沙
提
婆
召
搭
倫
の
注
了
ζ

上
品
に
云
わ
勺
遂
に
付
と
弗
沙
縫
婆
を
生

む
と
。

と
名
づ
く
。
後
に
因
り
て
城
を
出
て
、
遊
観
し
て
塚
聞
の

枯
骨
異
処
縦
横
な
る
を
見
る
。
是
に
於
い
て
深
く
苦
本
を
悟
る
。

定
ん
で
離
俗
を
求
む
。
誓
い
て
落
髪
を
志
し
て
飲
食
を
咽
ま
ず
。

六
日
の
夜
に
至
り
て
気
力
綿
乏
に
し
て
、

旦
に
達
せ
ざ
ら
ん
と

疑
う
。
夫
、
乃
ち
刷
陥
れ
て
許
す
。
未
だ
髪
を
剃
ら
ざ
る
を
以
ち

て
、
故
に
猶
お
嘗
て
進
ま
ず
、
即
ち
人
に
勅
し
て
為
に
髪
を
除
く
。
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乃
ち
飲
食
を
下
す
。
次
の

E
、一吋

g
Z戒
を
受
く
。
的
り
て
禅
法

を
業
と
し
て
、

専
精
僻
る
に
匪
ず
。
学
、
初
果
を
得
た
り
。
什、

年
七
歳
に
し
て
、
爾
も
倶
に
出
家
す

『仏
像
邑
に
云
わ
ら

時
に白
純
玉、

経
酷
械
が
聡
明
、
秀
異
な
る
害
見
、
乃
ち
長
公
主
を
以
ち
て
、
強
い
て
之
に
褒
あ
わ
す
。
遂
に
緩
什
、

未
だ
生
ぜ
ざ
る
に
、
談
、
卒
す
。
命
終
の
時
に
臨
ん
で
、
其
の
妻
を
誠
め
て
日
わ
く
。
若
し
此
の

艇
を
免
れ
ず、

償
い
詑
ん
ぬ
。
吾
が
滅
後
に
生
ず
。
此
れ
若
し
走
れ
男
な
ら
ば
、

恨
ん
で
抑
留
す

る
こ
と
勿
れ
。
当
に
出
家
せ
し
む
べ

し
。
此
の
子
、

必
ず
能
く
多
才
に
し
て
広
く
人
存
度
さ
ん
。

爾
然
し
て
後
、
攻
、
卒
す
。
了
に
経
什
、
生
れ
て
七
歳
、
母
と
共
に
出
家
す
。
母
、
初
果
事
証
す
。

什
、
師
に
従
い
て
経
業
を
受
く
等
、

是
れ
其
の
異
説
な
り

。

師

に

従

い

て

経

を

受

け

て
日
に
千
偏
を
諦
す
。
偏
に
三
十
二
字
有
り
、
凡
そ
三
万
二
千

一言
。
昆
曇
を
諦
す
る
に
、
既
に
師
、
其
の
義
を
授
く
る
に
過
ぎ

て
、
即
ち
自
ら
通
達
し
て
幽
と
し
て
暢
せ
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。

時
に
亀
慈
の
国
人
、
其
の
母
、

王
の
女
な
る
を
以
ち
て
、
利
養
、

甚
だ
多
し
。
乃
ち
什
を
携
え
て
之
を
避
く
。
什
、
年
九
歳
、
母

に
随
い
て
周
賓
に
至
る
。
名
徳
の
法
師
、
盤
頭
達
多
に
遇
う
。

即
ち
厨
賓
王
の
従
弟
な
り
。
才
明
博
識
、

当
時
に
独
歩
す
。

蔵
九
部
、

該
博
せ
ず
と
い
う
こ
と
莫
し
。
什
、
至
り
て
即
ち
崇

む
る
に
師
の
礼
を
以
ち
で
す
。
従
い
て
雑
蔵
の
中
長
二
含
を
受

く
。
凡
そ
四
百
万
言
な
り
。
達
多
、
毎
に
什
と
論
議
し
て
深
く
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之
に
推
服
す
。
遂
に
声
、
王
崩
賓

に
徹
る
。
王
、
即
ち
請
じ
て

入
れ
て
外
道
論
師
を
集
め
て
、
共
に
相
い
攻
難
せ
し
む
。
言
気、

始
め
て
交
わ
る
に
、
外
道
、
其
の
幼
稚
を
軽
ん
じ
て
、

言
は
頗

る
不
遜
な
り
。
什
、
其
の
隙
に
乗
じ
て
之
を
挫
く
。
外
道
、
折

伏
憤
慨
し
て
言
無
し
。
王
、
益
ま
す
敬
異
し
て
、
日
に
鵡
脂

一
双、

梗
・
米
・
題
、
各
三
斗
、
酔
六
升
を
給
う
。
此
れ
外
国
の
上
供
な
り
。

住
す
る
所
の
寺
僧
、
乃
ち
大
憎
五
人
、
沙
弥
十
人
を
差
わ
し
て

漉
掃
を
営
視
し
て
、
弟
子
の
若
き
こ
と
有
り
。
其
の
尊
崇
さ
る

こ
と
、
此
の
知
し
。
年
十
二
に
至
り
て
、
其
の
母
、
携
え
て
亀

認
に
還
る
。
月
支
の
北
山
雪
山
の別名

に
至
る
。

一
羅
漢
有
り
。
見

て
而
し
て
之
を
異
し
む
。
其
の
母
に
調
う
。
言
わ
く
、
常
に
当

に
守
護
す
べ
し
。
此
の
沙
弥
一
見
当
と
若
し
三
十
五
に
至
る
ま
で
破

戒
せ
ず
ん
ば
、
当
に
大
い
に
仏
法
を
興
し
無
数
の
人
を
度
す
る

こ
と
優
婆
趨
多
と
異
な
る
こ
と
無
か
る
べ
し
。
若
し
戒
全
か
ら

ず
ん
ば
能
く
為
す
こ
と
無
け
ん
。
止
、
才
明
篤
芸
の
法
師
な
る

べ
き
の
み
。
什
、
進
み
て
沙
勅
国
に
至
る
。
母
と
倶
に
寺
に
入
る
。

仏
鉢
を
頂
戴
し
て
、
心
に
自
ら
念
言
す
ら
く
、
鉢
形
甚
だ
大
に
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し
て
何
ぞ
其
れ
軽
ろ
か
ら
ん
や
。
即
ち
重
し
て
勝
ぐ
べ
か
ら
ず
。

声
を
失
し
て
之
を
下
ろ
す
。
母
に
其
の
故
を
問
う
。
答
え
て
日

わ
く
、
我
れ
心
に
分
別
有
り
。
故
に
鉢
に
軽
重
有
る
の
み
京
宏
の

疏
世
に
云
わ
く
、
遂
に
万
法
唯
心
移
悟
る
。
遂
に
沙
勅
国
に
停
る
こ
と

一
年、

阿
毘
曇
六
足
の
諸
論
、
増

一
阿
含
を
諦
す
。
亀
蕗
に
還
る
に
及

び
て
名
諸
国
に
蓋
う
。
時
に
亀
慈
の
僧
衆

一
万
余
人
、
凡
夫
に

非
ず
と
疑
う
。
戚
な
推
し
て
之
を
敬
い
敢
え
て
上
に
居
る
こ
と

莫
し
。
是
に
由
り
て
焼
香
の
次
に
預
ら
ず
。
遂
に
博
く
四
章
陀
、

五
明
の
諸
論
、
外
道
の
経
書
を
覧
ず
。
陰
陽
星
算
究
し
て
暁
ら

め
ず
と
い
う
こ
と
莫
し
。
妙
に
吉
凶
に
達
し
て
、
言
、
符
契
の

若
し
。
後
に
仏
陀
耶
舎
に
従
い
て
十
諦
律
を
学
し
、
又
た
、
須

利
耶
蘇
摩
に
従
い
て
大
乗
を
諮
票
し
て
、
乃
ち
歎
じ
て
日
わ
く
、

「
吾
れ
、
昔
小
乗
を
学
す
。
誓
え
ば
人
の
金
を
識
ら
ず
、
鏡
石
を

以
ち
て
妙
と
す
る
が
知
し
」
。
是
に
於
い
て
広
く
義
要
を
求
め

『中
」「
百
』
二
論
及
び

「十
二
門
論
』
等
を
諦
す
。
頃
ら
く
有

り
て
什
の
母
、
辞
し
て
天
竺
に
往
く
。
亀
蕊
王
白
純
に
謂
い
て

日
わ
く
、
「
汝
、
園
、
尋
い
で
衰
う
。
吾
れ
其
れ
去
ん
」
。
行
き

て
天
竺
に
至
り
て
、
進
み
て
三
果
に
登
る
。
什
が
母
、
去
る
に

臨
み
て
什
に
調
い
て
日
わ
く
、
「
方
等
の
深
教
を
応
に
大
い
に
真

丹
に
閣
く
べ
し
。
之
を
東
土
に
伝
え
ん
こ
と
は
、
唯
、
爾
が
力

な
り
。
但
し
自
身
に
於
い
て
利
無
け
ん
。
其
れ
知
何
が
す
べ
き
」
。

什
日
わ
く
、
「
大
士
の
道
、
彼
を
利
す
る
に
射
を
忘
る
。
若
し
必

ず
大
化
を
し
て
流
可
ミ
ゲ
一
伝
せ
し
め
て
、
能
く
牒
俗
を
洗
悟
せ

ば
、
復
た
嫡
鍍
苦
に
当
る
と
離
も
恨
み
無
し
」
と
。
是
に
於
い

て
亀
蕊
に
留
住
し
、
白
純
王
の
新
寺
に
止
る
。
後
ち
、
寺
の
側

の
故
宮
の
中
に
於
い
て
初
め
て
『
放
光
経
』
を
得
た
り
。
始
て

披
き
読
む
に
就
き
、
魔
、
来
た
り
て
文
を
蔽
い
、
唯
、
空
牒
を

見
る
。
什
、
魔
の
為
す
所
と
知
り
て
、
誓
心
愈
固
し
。
魔
去
り
て

字
、
顕
る
。
閃
り
て
之
を
習
諦
す
。
後
ち
、
雀
梨
大
寺
に
於
い
て

大
乗
経
を
読
む
。
忽
ち
聞
く
に
、
空
中
に
語
り
て
日
わ
く
、
「
汝

は
是
れ
智
人
、
何
を
以
ち
て
之
を
読
む
や
」
。
什
の
日
わ
く
、
「
汝

は
是
れ
小
魔
、
宜
く
時
に
速
や
か
に
去
る
べ
し
。
我
が
心
、
地

の
知
し
。
転
、
ず
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
。
停
住
す
る
こ
と
二
年
、
広

く
大
乗
経
論
を
諦
し
て
其
の
秘
奥
を
洞
に
す
。
亀
蕊
王
為
に
金

師
子
の
座
を
造
り
、
大
秦
の
錦
樽
を
以
ち
て
之
を
舗
く
。
什
を

し
て
昇
り
て
説
法
せ
し
む
。
什
日
わ
く
、
「
家
師
、
猶
お
未
だ
大
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乗
を
悟
ら
ず
。
朗
を
往
て
仰
化
せ
ん
と
欲
す
。
此
に
停
ま
る
こ

と
を
得
ず
」
。
俄
に
し
て
大
師
盤
頭
達
多
、
遠
し
と
せ
ず
し
て
至

る
。
王
日
わ
く
、
「
大
師
何
ぞ
能
く
遠
顧
す
」
。
達
多
の
日
わ
く
、

「
一
に
は
弟
子
の
悟
る
所
、
常
に
非
.
さ
る
こ
と
を
聞
く
。
こ
に
は

大
王
の
仏
道
を
弘
讃
す
る
こ
と
を
聞
く
。
故
に
顛
危
を
胃
渉
し

て
遠
く
神
国
に
奔
る
」
と
。
什
、
師
の
至
る
を
得
て
本
懐
を
遂

る
こ
と
を
欣
ぶ
思
の

E
露
呈
に
は

「広
く
大
乗
経
論
を
請
す
。
其
の
秘
奥
を

綱
に
し
後
ち
盟
賞
に
往
く
。
其
一
帥
の
為
に
説
く
」
と
言
う
。
即
ち
師
の
為
に
具
さ
に

一
乗
妙
義
を
説
く
。
師
、
感
悟
心
服
し
て
即
ち
什
を
礼
す
。
師

と
為
す
。
言
わ
く
、
「
我
は
是
れ
和
上
、
小
乗
の
師
、
和
尚
は
是

れ
我
が
大
乗
の
師
な
り
」
と
。
西
域
の
諸
国
、
什
の
神
儒
に
伏

し
て
、
戚
く
共
に
崇
仰
す
。
講
説
に
至
る
毎
に
、
諸
王
高
座
の

側
に
長
脆
し
て
、
什
を
し
て
其
の
膝
を
践
て
以
ち
て
登
ら
し
む
。

其
の
重
ん
ぜ
ら
る
こ
と
此
の
知
し
。
什
、
既
に
道
、
西
域
に
流

る
。
名
、
東
国
に
被
る
。
時
に
前
秦
の
符
堅
、
関
中
に
借
号
す
。

漢
、
長
安
に
都
す
。
東
に
函
谷
関
有
り
。
南
に
暁
関
武
閲
有
り
。
西
に
散
閥
有
り
。
北
一道管一に

新
関
有
り
。
四
闘
の
中
に
居
る
故
に
開
中
と
H
ぅ
。
建
元
十
三
年
歳
丁
丑
に
次
る

正
月
に
至
り
て
、
太
史
奏
し
て
日
わ
く
、
「
星
有
り
。
外
国
の
分

野
に
見
る
。
当
に
大
徳
智
人
有
り
て
、
入
て
中
国
を
輔
く
べ
し
」
。
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堅
、
素
よ
り
什
が
名
を
聞
く
。
乃
ち
悟
り
て
日
わ
く
、
「
朕
、
聞
く
、

西
域
に
鳩
摩
羅
什
と
云
う
人
有
り
。
将
た
此
に
非
ず
や
」
。
十
八

年
九
月
『一型車』
二
の上、十
一一
紙
に
「
十
八
年
」と
云
う
。
言
連
三
巻
十
七
紙
に
「
『
本
信

に
同
じ
、
十
八
年
九
月
」
と
云
う
。
『出
三
蔵
記
」
に
は
「
十
九
年
」
と
云
う
。
倣
ず
る
に
卜
八

年
を
正
と
す
。
即
ち
騒
騎
将
軍
呂
光
等
を
し
て
、
兵
七
万
を
率
い
て
、

西
が
亀
葱
及
び
鳥
者
の
諸
国
を
伐
し
め
て
、
発
す
る
に
臨
ん
で

堅
、
光
を
建
章
宮
に
儲
け
し
、
光
に
調
い
て
日
わ
く
、
「
夫
れ
帝

王
は
天
に
応
じ
て
治
す
。
蒼
生
を
子
愛
す
る
を
以
ち
て
本
と
す
。

宣
に
其
の
地
を
貧
じ
て
之
を
伐
た
ん
や
。
正
に
道
を
懐
く
の
人

を
以
う
故
な
り
。
朕
聞
く
、

「西
国
に
鳩
摩
羅
什
と
い
う
人
有
り
、

深
く
法
相
を
解
し
、
善
く
陰
陽
を
閑
ら
い
て
後
学
之
宗
た
り
』
と
。

朕
、
甚
だ
之
を
思
う
。
賢
哲
の
ひ
と
は
国
の
大
宝
な
り
。
若
し

亀
蕊
に
魁
て
ば
即
ち
駅
を
馳
せ
て
什
を
送
れ
」
と
。
光
軍
、
未

だ
到
ら
ず
。
什
、
亀
滋
王
白
純
に
調
い
て
日
わ
く
、
「
国
運
衰
え

り
。
当
に
劫
敵
有
り
て
、
日
下
の
人
、
東
方
従
り
来
た
る
べ
し
。

宜
し
く
恭
し
く
之
を
承
け
て
、
其
の
鋒
を
抗
す
る
な
か
る
べ
し
」
。

純
、
従
わ
ず
し
て
戦
う
。
光
、
遂
に
亀
蕗
を
破
す
。
純
を
殺
し
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て
純
が
弟
、
震
を
立
て
主
と
為
す
此
の
時
即
ち
後
漢
東
宮の第
九
主、孝
武

帝
太
元
七
年
に
当
た
る
なり
。
光
、
既
什
を
獲
る
。
光
が
性
、
疎
慢
に
し

て
、
未
だ
什
が
智
量
を
測
ら
ず
。
其
の
年
、
尚
少
な
る
を
見
て

乃
ち
凡
人
と
し
て
之
を
戯
る
。
妻
を
強
い
る
に
、
亀
蕊
王
の
女

を
以
ち
で
す
。
什
、
拒
ん
で
受
け
す
。
辞
す
る
こ
と
甚
だ
苦
ろ

に
到
る
。
光
が
日
わ
く
、
「
道
士
の
操
は
先
父
に
蹄
え
ず
。
何
ぞ

固
辞
す
る
所
あ
ら
ん
」。
乃
ち
飲
ま
し
む
る
に
醇
酒
を
以
ち
て
し
、

同
く
密
室
に
閉
ず
。
什
、
逼
め
ら
れ
て
既
に
至
り
、
遂
に
其
の

節
を
酌
く
。
或
い
は
牛
に
騎
し
及
び
悪
馬
に
乗
ら
し
め
て
可

gv一

堕
落
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
什
、
常
に
忍
辱
を
懐
い
て
、
曾
て
異

色
無
し
。
光
、
惣
慨
し
て
而
し
て
止
む
。
光
、
還
る
と
き
、
什
、

道
に
在
り
て
、
数
し
ば
応
変
を
言
う
。
光
、
尽
く
之
を
用
う
。
光、

既
に
中
路
、
涼
州
西
涼なり
。
に
至
る
。
符
堅
、
己
に
桃
甚
符堅の
日

なり
。
が
為
に
害
せ
ら
る
此
の
壁
自
の
太
元
十
年
五
月
な
り

と
聞
き
て
、
光
、

遂
に
関
外
に
借
号
す
。
自
ら
姑
減

即ち涼
州
なり
。
に
都
し
、
涼
王

と
称
し
、
後
涼
と
号
し
、
年
を
大
安
と
称
す
。
即
ち太元十
一年なり
。

又
た
、
挑
甚
は
長
安
に
都
し
、
後
秦
と
称
す
。
之
を
頃
く
し
て

光
、
又
た
、

卒
す
時
に
重
量
卜
主
、
宮
市
の
摩女
=一
年十
一バ
なり
。
太
子
紹、

位
に
即
く
。
数
日
に
し
て
光
が
庶
子
、
纂
、
紹
を
殺
し
て
自
立

し
て
、
偽
位
を
襲
く
。
是
を
霊
帝
と
云
う
。
元
を
戚
寧
と
改
む
。

安
帝
の
控
室
二年なり
。
後
泰
弘
始
冗
年
な
り
。
即
ち
後
ち
、
光
が
弟
、
呂
保
に

子
有
り
、
超
と
名
づ
く
。
超
、
纂
を
殺
し
て
襲
五
年
な
り
。『
建
断
代

備
考
』
五巻十
一紙に臼わく、

「庶兄呂纂、

呂
詔
を
殺
し
て
自
立
す
」。
同
巻十
一紙に日わ

く
後
涼
の
呂
詔
、
其
の
君
呂
纂
を
試
す
。
其
の
兄
隆
を
立
て
て
隆
は
呂
光
が
雄
、
光
が
弟
呂
保

が子
児
童
と
云
う
。
管
制
と
云
う
。
主
と
す
。
元
を
神
鼎
と
改
む
。
初
め

呂
降
、
晋
の
隆
安
二
年
に
到
り
て
、
始
め
て
什
の
東
す
る
を
聴
く
。

既
に
姑
械
に
至
り
て
会
う
。
什
涼
に
停
る
こ
と
積
年
、

呂
光
父

子
既
に
道
を
弘
め
ず
。
故
に
其
の
経
法
を
細
咽
ん
で
、
化
を
宣
ぶ

所
無
し
。
符
堅
は
己
に
亡
し
て
、

寛
に
相
見
、ず
。
挑
葺
、
関
中

を
借
有
す
る
に
及
び
て
、

其
の
高
名
を
聞
き
て
、
心
を
虚
し
く

し
て
要
請
す
れ
ど
も
、
諸
呂
、
什
の
智
計
多
解
な
る
を
以
ち
て

桃
が
為
に
謀
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
て
、
東
に
入
ら
ん
こ
と
を
許
さ

ず
。
之
を
允
わ
ず
。
蓑
、
卒
し
て
、
子
の
興
、
位
を
襲
ぐ
に
聾

ん
で
、

復
た
敦
請
せ
し
む
。
亦
た
允
わ
ず
。
興
が
弘
治
三
年
三

月
に
樹
の
連
理
、
廟
庭
に
生
ず
る
有
り
。
遡
遥
園
の
中
、
葱
数

畦
有
り
。
悉
く
変
じ
て
市
と
為
す
。
『法
倍
古
科
花
」

巻
目『
て
紙、昔、止
。
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香
草
な
り
。
以
ち
て
美
瑞
と
為
す
。
調
ら
く
智
人
入
る
べ
し
と
。
五

月
に
至
り
て
、
興
、
瀧
西
の
公
、
碩
徳
を
遣
し
て
西
の
か
た
目

隆
を
を
伐
つ
。
一
さ
宏
一
陸
軍
大
い
に
破
る
。
九
月
に
至
り
て
、
隆
、

上
表
し
て
帰
降
す
。
此
の
時
、

東
普
の
安
帝
元
興
二
年
な
り
。
始
め
呂
光
、
姑
戒
に
都

せ
し
太
元
十

一
年
従
り
、
銚
興
呂
隆
を
減
す
元
興
二
年
に
至
る
ま
で
、
前
後
日
に

一
十
八
年
を
経

るなり
。
方
に
什
を
迎
て
関
に
入
る
こ
と
を
得
た
り
。
其
の
年
十

月
二
十
日
以
ち
て
長
安
に
至
る
。
興
、
待
つ
に
国
師
の
礼
を
以

ち
で
す
。
甚
だ
優
寵
せ
ら
る
。
弘
始
は
後
髪
、
銚
氏
の
年
号
。一一
一年
は
即
ち
東
普
、

安
帝
の
隆
安
五
年
な
り
。
大
法
の
東
被
、
漢
明
に
始
め
て
自
り
貌
晋
を
渉

歴
し
て
経
論
、
漸
く
多
し
。
而
る
に
支
竺
の
出
す
所
、
多
く
文

に
滞
り
て
義
を
格
す
。
興
、
少
く
し
て
三
宝
を
崇
め
志
を
講
集

に
鋭
す
。
什
、
既
に
至
り
止
ま
る
。
伺
り
て
請
じ
て
西
明
閣
及

び
遁
遥
園
に
入
り
て
衆
経
を
訳
出
せ
し
む
。
什
、
既
に
率
ね
多

く
暗
諦
し
て
究
め
尽
く
さ
ざ
る
こ
と
無
し
。
転
た
漢
言
を
能
す
。

音
訳
、
流
便
な
り
。
既
に
旧
経
を
覧
る
に
義
、
多
く
枇
謬
す
。
皆、

先
訳
、
旨
を
失
す
る
に
由
り
て
党
本
と
相
応
せ
ず
。
是
に
於
い

て
興
、
沙
門
僧
碧
・
憎
肇

・
僧
叡
等
八
百
余
人
を
し
て
什
が
旨

を
諮
受
せ
し
め
、
更
に

『大
品
」
を
出
さ
し
む
。
什
、
党
本
を

持
し
、
興
、
旧
経
を
執
り
て
以
ち
て
相
い
騨
校
す
。
其
の
新
文
、
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旧
に
異
な
る
者
は
義
、
皆
、
円
通
す
。
衆
心
、
悟
伏
し
て
欣
讃

せ
明さ
る
こ
と
莫
し
。
而
し
て
後
、
屡
し
ば
什
を
長
安
の
大
寺
に

請
じ
て
新
た
に
経
論
を
訳
す
る
こ
と
三
十
三
部
、
凡
て
三
百
余

巻

な

り

株

宏
の

『疏
紗
』む
に
は
三
百
九
十
余
巻
と
云
え
り
。
今
の
京
無
量
寿
一位
も
其
の

随
一なり
。
並
び
に
神
源
を
暢
顕
し
幽
致
を
揮
発
せ
り
。
時
に
四
方

義
学
の
沙
門、

三
千
余
僧
、
万
里
を
遠
し
と
せ
ず
、
名
徳
秀
抜

の
者
、
必
ず
集
ま
り
、
盛
業
久
大
に
し
て
今
に
戚
な
仰
ぐ
。
桃

主
興
、
嘗
て
什
に
謂
い
て
日
わ
く
、

「大
師
の
聡
明
超
悟
な
る
天

下
に
二
莫
し
。
若
し

一
日
寸
後
世
せ
ば
、
何
ぞ
法
種
を
し
て
嗣

ぐ
こ
と
無
か
ら
し
む
べ
け
ん
」。
遂
に
妓
女
十
人
を
以
ち
て
逼
り

て
之
を
受
け
し
む
。
爾
れ
自
り
以
来
た
僧
房
に
住
せ
ず
。
別
に

厩
舎
を
立
て
て
一
寸
{
)
害
一
供
給
豊
か
に
盈
つ
。
講
説
に
至
る
毎
に

常
に
先
ず
自
ら
説
く
。
警
え
ば
、

臭
泥
の
中
に
蓮
華
を
生
ず
る

が
如
し
。
但、
蓮
華
を
採
り
て
臭
泥
を
取
る
こ
と
勿
れ
と
な
り
。「
南

山
律
師
、
筒
て
天
人
体
陀
玄
暢
に
問
う
て
日
わ
く
、
俗
中
の
常
論
、
戒
検
を
治
陥
す
る
を
以
ち
て
言

と
す
る
や
。
答
う
。
此
れ
相
い
評
す
べ
か
ら
ず
。
悠
々
の
者
の
議
す
る
所
に
非
ず
。
縦
什
師
、
今
、

位、

三
賢
に
、
所
在
に
通
化
す
。
然
も
其
の
訳
経
、
繁
闘
喜
剛
回
附
し
て
機
に
随
い
て
作
る
。
放
に
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『大諭』

一
部、

十
分
に
九
を
略
す
。
自
余
の
経
論
、
此
に
例
し
て
知
る
べ
し
。
経
を
出
し
て
自

り
後
、
今
に
至
り
て
盛
ん
に
諭
す
。
符
山
崎
有
る
こ
と
無
し
。
冥
祥
感
降
、
歴
代
弥
い
よ
新
た
な
り
。

し 此
む れ
。 を

特 以
りち
恒て
諭証
に lit
興す
なる
れ に

q 手
笠喧
に旨
別 に
室会
をえ
以 り
ち
て文
書量 た
ら
れ文
頓殊

義援
主主
れ 其
んを

で63 主
殊骨l
に定
渉せ

言
に
足
ら
ざ
る
の
み
。
又
た
、

問
う
。
什
師
、
一
代
所
靭
の
経
、
今
に
至
る
も
、
斯
く
の
若
く
受

持
、
転
た
盛
ん
な
る
こ
と
は
何
ぞ
や
。
答
え
て
日
わ
く
、
其
の
人
、
聡
明
に
し
て
能
く
大
乗
を
解

せ
り
。
以
下
の
諸
人
も
並
び
に
皆
、
俊
人
に
し
て

一
代
の
宝
な
り
。
後
を
絶
し
前
に
光
り
之
を
仰

ぐ
に
及
ば
ざ
る
所
な
り
。
故
に
其
の
所
訳、

情
遼
を
以
ち
て
先
と
す
。
仏
遺
寄
の
怠
を
得
る
な
り
。

F
h
u
 

文
た
、
見
婆
戸
仏
従
り
巳
来
た

『経
』
を
釈
す
」。

己
上
、

『感
通
伝
」
第
十

一
紙
。
又
た
、

『大

5
 

p
h
v
 

郡
の
舗
注
」
弟
卜
巻
に

「感
通
伝
』
を
引
き
覚
り
て
、
或
い
は
八
地
と
云
う
。
云
々
。
又
た
、
第

6
 

6
 

凹
第
五
の
巻
、
併
せ
凡
よ
。
又
た
、

『法
情
倫
沌
』一

之
上
凶
紙
に
云
わ
く
。
然
る
に
什
公
、
証

位
三
賢
に
居
す
。
経
を
訳
す
る
こ
と
七
仏
従
り
首
ま
る
。
其
の
来
た
る
こ
と
尚
し
。
秦
女
別
室
の

事
の
若
き
に
-主
り
て
は
、
大
い
に
如
幻
法
門
に
似
た
り
。
其
の
泥
々
た
る
者
、
安
ん
ぞ
股
々
を
以

ち
て
之
を
識
す
べ
け
ん
や
。
己
上
。

什
、

終

わ

り

に

臨

み

て

疾

を

力

め

て

僧

衆

と

別

れ

を

告

げ
て
臼
わ
く
、

「
法

相

の

遇

殊

に

因

り

て

未

だ

伊

の

心

を

尽

く

さ

ず

。

方

に

復

た

後

世

す

。

側

憶

す

ら

く

言

う

べ

し
。

自

ら

闇

昧

を

以

ち

て

謬

り

て

伝

訳

に

充

つ

。

凡

そ

出

す

所

の

経

論

三

百

余

巻

、
唯
、

『十

諦
』

一
部
、

未

だ

剛

繁

す

る

に

及

ば

ず

。

其

の

本

旨

を

存

し

て

、

必

ず

差

失

無

し

。

凡

そ

宣

訳

す

る

所

、

後

世

に

伝

流

し

て

、

戚

共

に

弘

通

せ

よ

。

今

、

衆

の

前

に

於

い

て

誠

実

の
誓

い

を

発

す

。

若

し

伝

う

る

所

、

謬

り

無

く
ん
ば
、

当

に

焚

身

の

後

を

し

て

舌

、

燥

燭

せ

ざ

ら

し

む

べ

し

。

後

秦

の

弘

始

十

一
年

八

月

二
十

日

を

以

ち

て

長

安

に

卒

す

。

歳
、
東
皿
日
の
安
帝
の
義
烈
五
年
。
北
朝
は
明
元
帝
の
永
輿
元
年
な
り
。
雨
涼
は
嘉
平
二
年
な
り
。

具
さ
に

『檎
古
略
』
二
の
上
に
出
づ
。
(十
九
紙
)
又
た
、
同
巻
(
十
六
紙
)
羅
什
の
伝
を
出
し

て
日
わ
く
、
「
葵
丑
、
普
，併
殺
烈
九
年
は
、
奈
の
弘
始
十
五
年
な
り
。
四
月
十
三
日
、
師
、
入
滅
す
。

寿
七
十
歳
。
師
の
弟
子
を
牛
一、
肇
、
融
、
叡
と
日
ぅ
。
之
#
仔
門
の
四
聖
と
調
う
。
属
都
影
、
恵
厳
、

怒
制
問
、
問
契
、
道
仲
州、
巡
回開
の
如
宮
、
之
を
什
門
の
卜
哲
と
潤
う
」
。
己
上
。
定
れ
其
の
奥
読
な

る
の
み
。
即

ち

遡

遥

園

に

於

い

て

外

国

の

法

に

依

り

て

火

を

以

ち

て

屍

を

焚

く

。

一
己
主
薪
滅
し
、
形

砕

け

て

、
唯

、

舌

の

み

灰

び

ず

。

『法
師
事
倫
庄
に
、
「削
維
党
る
に
至
り
て
其
の
壬
口
、
果
た
し
て
紅
漣
華
色
と
作
し
て
灰
の
中
に
存
す
」

と
云
へ
り
。
又
た
、
認
叩
士
口
前町』
に
も

「閤
維
す
る
に
舌
、
果
た
し
て
壊
せ
ず
。
紅
蓮
華
の
若
し
」

と
云
う
。
後

、

外

国

の

沙

門

来

た

り

て
云

わ

く

。

「
羅
什
、

諾

ず
る
所
、

十

に

一
を

出

さ

ず

。

t
来
、
羅
什
の
本
伝
、
梁
の
例
祐
の
選
ぶ
所
の

『出
三
蔵
記
」
を

本
と
す
。
第
十
六
巻

(初
紙
白
り
八
紙
に
至
る
)
。
次
に

『剛
山
僧
伝
」
第
二
巻
(
初
紙
自
り
十

一

紙
に
至
る
)
。
今
、
此
の
両

『伝
』
存
本
と
し
て
兼
て
諸
師
の
記
す
る
所
を
雑
へ
、
其
の
嬰
を
般

是
の
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取
し
て
斯
に
略
記
す
。
大
凡
そ
此
の

『緩
』、
疏
記
を
作
る
者
、
数
十
余
家
、
多
く
師
の
伝
を
略

す
。
思
う
に
是
れ
本
伝
、
広
間
の
故
に
、
説
者
の
倦
む
こ
と
を
恐
れ
て
、
未
だ
之
を
詳
か
に
せ
ざ

るか
。
其
の
中
、
徐
宏
の
『
政
妙
』
に
は
粗
、
大
慨
#
献
す
。
然
り
と
難
も
、
未
だ
十
の

一に及

1;( 
ず

両

信
の

を
与
え

わ
せ

間

其
の

i 
え

以
ち
て

i 
し
て
其

の
事
跡
を
し
て
知
り
易
す
か
ら
し
む
ロ
只
、
足
、
自
己
の
廃
亡
に
備
う
。
全
く
議
者
の
為
に
非
ず
。

後
来
、
之
を
読
ま
ん
者
、
必
ず
事
の
繁
き
存
厭
う
こ
と
勿
れ
。
両
「邑
の
外
、
株
宏
の
『
疏
紗

頭冊目』の本
一之
三
巻士

一紙、

『法都中
倫注
』一
之上、

二
紙
。
同
『古
科
注
」
一」壬ム、前

霊
十
一紙
。
「釈
氏
柑
古
監

二
巻十六紙等、
『待
相
釈
迦
仏
像
記
』一

巻
、
嵯
峨
消
涼
寺
蔵
板
。

什
師
入
滅
、
弘
始
十
一年
自
り
覚
保
三
年
奨
亥
に
至
る
。一

千
三
百
三
十
五
年
な
り
。
文た、奥

説
の
弘
始
卜
五
年
よ
り
之
を
与
え
れ
ば

一千
三
百
三
卜
一年なり
。
弘
始
十
五
年
は
本
朝
第
二
十

代
允
恭
天
皇
治
世
二
年
焚
丑
に
当
た
る
な
り
。
震
に
今
、

此
の

「経』

は
什
師

の
所
訳
に
し
て
、
師
、
舌
根
壊
せ
ず
。
諸
仏
舌
証
讃
歎
と
合
し
て
、

而
し
て
之
を
観
る
と
き
は
、
則
ち
仏
語
の
虚
し
か
ら
ざ
る
こ
と
、

是
に
於
い
て
益
ま
す
信
ず
。
誠
に
七
仏
以
来
の
訳
経
、
是
れ
什

師
願
力
を
以
ち
て
の
故
に
、
仏
説
を
謬
ら
ず
。
上
、
仏
意
に
契
う
。

能
く
法
体
に
合
す
。
之
に
由
り
て
什
師
の
所
訳
、
大
唐
に
相
い

伝
え
て
甚
だ
流
布
せ
り
。
諸
師
、
解
を
加
う
る
者
、
皆
、
什
師

の
訳
に
拠
る
。
因
り
て
慈
思
は
吾
師
、
玄
嬰
の
所
訳
に
濃
ら
ず

し
て
、
還
り
て
羅
什
の
訳
本
に
拠
り
て

『通
讃
の
疏
」
を
製
す
。

196 

又
た
、
慈
覚
、
大
唐
伝
来
も
羅
什
師
の
訳
本
な
り
。
是
れ
に
因

り
て
本
朝
諸
寺
、
諸
の
山
も
例
時
の
経
も
皆
、
今
の
訳
本
な
り
。

実
に
什
師
の
翻
訳
、
末
世
の
有
縁
、
語
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
の
み

0

・
奉
と
は
、

『大
部
補
註
」
第
四
に
云
わ
く
、
奉
は
承
の
猶
し
。

-
詔
と
は
、
同
じ
く
云
わ
く
、
詔
は
上
命
な
り
。

-
訳
と
は
、
「
寿
』
冨
」
両
経
に
之
を
弁
ず
る
が
知
し
。

一
入
文
解
釈
】

第
三
入
文
解
釈
と
は
、
先
ず
今

『経』

を
三
段
に
分
つ
は

天
台
の
云
わ
く
、

「
初
め

〈如
是
我
聞
〉
従
り

〈大
衆
倶
》
に
至

り
で
は
、
序
分
な
り
。
次
に

〈爾
時
仏
号
〉
従
り
〈
是
為
甚
難
〉

に
至
り
て
は
正
宗
分
な
り
。
後
に
《
仏
説
此
経
巳
V

の
下
は
流

通
分
な
り
取
怠
」
。
元
暁
と
円
測
と
慈
恩
と
僧
肇
と
霊
芝
と
恵
心

と
永
観
等
諸
師
は
皆
天
台
に
同
ず
。
文
た
、
孤
山
の
智
円
の

「疏
」

号に
」は

従
り初

生足
首り
主元
に竺
寄与
5を
王立
を序
す71 f;:_ 

fif 
方-

B爾
前 日i年

長 {ム

す
。
「
舎
利
弗
如
我
今
者
」
従
り
己
下
を
流
通
と
す
此
れ
六
方
段
己
下



研究ノート

を
指
す
。
此
の
義
、
饗
川
の
浄
党
三義
、
之
を
破
す
。
戒
度
『
岡持
記』

一巻
廿
三
紙
釈
な
町
。

遺言
従慈
り思
壬竺竺全 国~司

E霊
鑓に
とー

問
委裂

ii 
t 害
マ3 不

義富
の議

中
、
今
家
の
所
判
、
天
台
の
解
に
同
じ
。
故
に
、
今
、
之
に
拠
る
。

の
如
し

己上

『耶
讃
畠
中
二
紙の品問
。
次
に

具
さ
に
は

『選
択
の
紗
』

証
信
と
発
起
と
二
序
の
有
無
を
論
ぜ
ば
、
天
台
等
の
諸
師
皆
云

わ
く
、
「
此
の

『経
』
に
は
唯
証
信
の
み
有
り
て
発
起
無
し
」
と
。

故
に

『天
台
義
記
』
に

会
本
四
紙
云
わ
く
、
「
余
経
に
は
皆
請
主
有

り
。
此
の

『経
』
は
無
問
自
説
な
り
」
と
。
霊
芝

『疏
』
八紙、

『間持

eS 
『上

選白
紙

に 云
は *?
1.e 、

甚語
P 経

拘ji
レ皆
て 三工

勢詰
ぜも 通

品発
無起
し78 型

と序

望号

若 此

のし
宗
家
の
意
に
準
ぜ
ば
、
「
如
是
我
聞
」
と
は
、
証
信
序
な
り
。
「
一

時
」
己
下
は
発
起
序
な
り
。
『
法
事
讃
」下二一紙

日
わ
く
、

「仏
、
声

聞
菩
薩
衆
と
同
じ
く
舎
衛
に
遊
び
、
祇
園
に
住
し
、

三
塗
を
閉

じ
て
六
道
を
絶
た
ん
と
願
じ
て
、
無
生
浄
土
の
門
を
開
顕
す
」
と
。

問
う
、
此
の
文
は
釈
文
二
衆
を
讃
歎
す
。
何
ぞ
発
起
の
証
と
す
る

ゃ
。
答
う
、

此
の
文
は

一
時
の
言
無
し
と
難
も
、
然
れ
ど
も
二

衆
、4，_. 
ド・4

白

同
じ
く
仏
化
を
助
け
浄
土
を
開
顕
す

如
来
の
説
法
は

必
ず
時
処
に
託
す
。
若
し
時
処
無
く
ん
ば
宣
説
す
る
に
由
無
し
。

是
の
故
に
以
ち
て
発
起
の
証
と
す
。
又
た
、
浄
影
の
意
に
依
ら
ば
、

『大
経
疏
』
上
六
紙
云
わ
く
、
「
〈一

時
仏
〉
の
下
は
義
両
兼
あ
り
。

其
の
本
事
発
起
の
事
を
取
れ
ば
、
判
じ
て
発
起
と
す
。
阿
難
引

来
た
り
て
可
信
を
証
誠
す
る
を
以
ち
て
名
づ
け
て
証
信
と
す
」。

又
た
、

「観
経
の
疏
』
に
云
わ
く
、

又

一
時
〉
己
下
は
義
両
兼
あ

り
と
難
も
、
先
の

一
向
証
信
序
な
る
に
対
す
る
が
故
に
、
自
下

は
偏
に
発
起
に
就
き
て
以
ち
て
釈
す
」
と
己上
『大経
』
冒
経
』二
経
の
互

の意

。
今
家
の
所
判
は
偏
に
発
起
に
属
す
冒
経
疏
』
の
意
な
り
。
上来

富

市
芯
語
」
中
ご
一向。

然
り
と
離
も
、

『大
本
』

『観
経
」
の
正
し
き
発
起

あ
る
が
如
く
に
は
非
ず
。

因
み
に
本
事
発
起
等
と
は
、
布
る
人
の
云
わ
く
、
仏
と

処
と二
衆
と
は
、
も
と
よ
り
之
有
る
の
事
な
る
が
故
に
、
本
事
と
云
う
。
発
起
と
は
、
仏
怠
に
約

す
る
故
に
、
彼
の

「疏
」
に、

「『
観経
」
の云わく、

一に
は
異
処
怠
化
序
、
仏
者
聞
に
在
り
て

玄
か
に
後
時
王
宮
の
化
を
起
す
。こ
に
は
、
身
往
摂
化
序
」
と
(
己
上
)
『楳紗
」
廿
六巻十コ一

紙82
0 

-
序
分
】

知
是
我
聞
と
は
、

「如
是
」
と
は

「如
」
は
云
わ
く
法
を
指
す

『阿弥陀経随聞講録j書き下し197 



の
辞
元
照

「疏
』
八紙
。
梁
武
帝
の
註
な
り
。
梁
武
臼
わ
く
、
「
如
、

即
ち
法
を
指
す
。
是れ

即ち
定
む
る
翻
な
り
。
斯
く
の
如きの
言、

是
れ
仏
説
な
り
」
と
(
己
上
)。
『附
持
記
補
科
」
上

回

二
十
五
紙
に
引
旬。

「
即
ち
正
宗
所
説
の
法
門
を
指
す
」
「
信
ず
る
が
故

師

に
聞
持
す
る
を
信
成
就
と
名
づ
く
」
と
。
今
云
わ
く
、
「
如
是
」

の
二
字
は
、
信
の
字
の
意
な
り
。
カ
ク
ノ
ゴ
ト
キ
ヲ
ト
点
ス
ベ

シ
。
即
ち
、
正
宗
所
説
の
極
楽
依
正
等
の
法
門
を
指
し
て
「
知
是
」

と
云
う
。
「
我
聞
」
と
は
、
阿
難
自
ら
言
わ
く
、
親
し
く
仏
に
従

い
て
聞
き
て
他
の
伝
告
に
非
ず
。
即
ち
聞
成
就
な
り
。
今
云
わ

く
、
我
聞
の
二
字
は
、
証
の
字
の
意
な
り
。
具
さ
に
は

『寿

』

富

両
経
に
こ
れ
を
弁
ず
る
が
如
し
。

-
一
時
と
は
、

ア
ル
ト
キ
ト
訓
ず
。
年
月
日
時
を
指
さ
ず
。

経
の
説
時
を
惣
じ
て
「

一
時
」
と
云
う
。
凡
そ
諸
国
の
王
制
時

節
同
じ
か
ら
ず
。
且
く
天
竺
に
は
三
際
を
立
て
、
大
唐
に
は
四

一戸

F
一
時
を
分
つ
。
両
土
尚
爾
り
。
況
や
其
の
余
を
や
。
若
し

時
節
を
指
さ
ば
、
多
く
は
相
違
す
る
こ
と
有
ら
ん
。
故
に
、
只
、

説
聴
究
寛
す
る
を
「

一
時
」
と
臼
う
。
大
佑
の

「略
解
』

d

』

百

M

I

--

ハ紙
云
わ
く
、
「

一
時
と
は
機
応
和
合
の
時
な
り
。
其
の
年
月

日
を
言
わ
ざ
る
こ
と
は
、

二
土
の
正
朔
閉
じ
か
ら
ざ
る
故
な
り
。

是
れ
時
成
就
な
り
」
。
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-
仏
と
は
、
化
主
を
標
定
す
。
即
ち
、
釈
迦
を
指
す
。
金
口
親

し
く
宣
べ
て
余
の
所
説
に
非
ず
。
即
ち
、
主
成
就
な
り
元
山
川
の
買
』
。

今
一盲
う
所
の
仏
と
は
、

三
身
相
即
の
応
身
仏
な
り
。

-
舎
衛
固
と
は
、
舎
衛
は
国
の
名
に
非
ず
。
都
城
の
名
な
り
。

是
れ
中
天
竺
の
北
情
薩
羅
国
に
在
る
都
城
な
り
。
も
と
惜
薩
羅

国
に
南
北
有
り
。
今
、
南
の
憶
薩
羅
国
に
簡
ば
ん
が
た
め
に
、

都
城
の
名
を
以
ち
て
其
の
国
を
顕
す
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、

舎
衛
城
の
あ
る
情
薩
羅
国
と
云
う
こ
と
な
り
。
即
ち
、
波
斯
匿

王
治
む
る
所
の
国
都
な
り
百
砦
止
六
巻
印
刷
向
。
鵬
首
え
ば
、
平
安
城

は
山
城
に
在
り
、
奈
良
の
都
は
大
和
に
在
り
。
若
し
此
れ
を
平

安
国
と
言
う
時
は
、
山
城
に
在
る
こ
と
を
知
る
。
是
れ
大
和
の

奈
良
の
都
を
簡
ば
ん
が
為
な
り
。
又
た
、
同
じ
越
の
国
を
越
中

越
後
越
前
と
言
う
が
知
く
、
或
い
は
備
前
備
中
備
後
、
筑
前
筑

後
等
亦
た
皆
爾
な
り
。
拐
、
舎
衛
、
正
に
は
室
羅
筏
悉
底
と
云
う
。

旧
に
諭
し
て
舎
衛
と
言
う
。
新
た
に
は
豊
徳
と
翻
す
。
調
わ
く

四
事
に
豊
か
な
り
。

一
に
財
物

七
財
珍
奇
有
ら
ざ
る
無
し
こ
に
欲
塵

座
は
五
践
の
境
、

美
腿
多
き
放
、

三
に
多
聞

三
蔵
聖
法
皆
具
足
す
る
故
、
四
に
解
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脱
な
り
人
多
く
解
脱
す
。欲
に
染
ま
ら
ざ
る
故
。
旧
に
聞
物
と
翻
す
。
厭
の
意
、

大
い
に
同
じ
。
所
調
る
欲
塵
財
宝
の
物
と
多
聞
と
解
脱
と
の
人

を
具
足
し
て
嘉
名
遠
く
諸
国
に
聞
ゆ
る
が
故
に
客
川
薪
盛
攻
ひ
元
照

読
』
の
向
。
『
唐
僧
伝
」
第
四
士

一紙
玄
奨
の
伝
を
按
ず
る
に
、
「
奨
師
、

残
伽
河
の
側
に
順
い
て
惜
償
弥
に
達
る
。
又
た
、
東
北
千
余
里

に
し
て
一
己
主
室
羅
筏
悉
底
国
に
至
る
。
即
ち
、
舎
衛
、
舎
婆
提

の
正
名
な
り
。
周
梯
荒
捜
し
て
才
に
故
基
有
り
。
斯
匿
の
治
宮
、

須
達
の
故
宅
、
社
搬
、
存
せ
り
。
城
南
五
里
に
逝
多
林
有
り
。
即
ち
、

祇
陀
固
な
り
。
勝
軍
王
の
臣
、
善
施
造
る
所
、
今
、
寺
類
滅
し
て
尚
、

石
柱
有
り
。
挙
高
七
丈
。
育
王
の
標
樹
の
辺
り
に
埼
室

一
区
有
り
。

中
に
、
如
来
、
母
の
為
に
説
法
す
る
像
を
安
ず
。
自
余
の
院
宇

浬
没
蕩
尽
す
。
但
し
、
仏
、
病
比
丘
を
洗
う
処
、
目
連
、
身
子

の
衣
を
挙
ぐ
処
、
仏
憎
、
常
に
故
井
に
汲
む
処
、
外
道
、
陰
に

姪
女
を
誘
殺
す
る
処
、
仏
、
異
論
す
る
処
、
身
子
、
摘
す
る
処
、

瑠
璃
、
没
す
る
処
、
得
眼
林
の
処
、
迦
葉
波
仏
、
本
生
の
地
有

り
。
上
の
如
き
の
処
、
皆
、
石
塔
を
建
つ
。
並
び
に
無
憂
王
附
育

一上
の
事
なり

の
造
る
所
な
り
。
文
た
、
寺
の
東
遠
か
ら
ず
し
て
三
の

大
深
院
あ
り
。
即
ち
、
調
達
、
樫
波
、
戦
遮
女
人
所
没
の
処
な
り
。

院
極
め
て
深
遼
に
し
て
、
臨
望
す
る
に
底
無
く
、
古
自
り
今
に

及
び
て
、
大
雨
洪
注
す
れ
ど
も
終
に
溢
満
無
し
」
己
上

。
因
み
に

提
婆
生
身
、
地
獄
に
陥
入
せ
し
処
、

『唐
僧
伝
」
第

四

士

一紙
「
玄

祇奨
陀伝
園」

なに
り目
。 わ

勝く
軍

古書
議城
I量の
ヱ 南
!苫五

盤，:

ii 
事官
施り

翌即
謡『

な
り
。
今
寺
類
滅
し
て
尚
石
柱
有
り
。
寺
の
東
遠
か
ら
ず
し
て

三
の
大
深
院
あ
り
。
即
ち
、
調
達
、
塵
波
高
梨
、
戦
遮
女
人
戦

遮般
市議
門
女
な
り
所
没
の
処
な
り
。
院
極
め
て
深
遼
、
臨
望
す
る
に
底

無
く
古
自
り
今
に
及
び
て
、
大
雨
洪
注
す
れ
ど
も
終
に
溢
満
無

I
円」

己
上
。
『
西
域
記
」
六
四
紙
日
わ
く
、
「
伽
藍
の
東
、
百
余
歩
に

大
深
院
有
り
。
是
れ
、
提
婆
達
多
、
毒
薬
を
以
ち
て
仏
を
害
せ

ん
と
欲
し
て
、
生
身
に
地
獄
に
陥
入
せ
し
の
処
な
り
。
其
の
南

に
復
た
大
院
あ
り
。
塵
伽
梨
芯
錦
、
如
来
を
盟
誘
し
、
生
身
に

一戸
M
Z
地
獄
に
陥
入
せ
し
処
な
り
。
其
の
南
八
百
余
歩
に
大
深

院
あ
り
。
是
れ
、
戦
遮
繋
羅
門
女
、

如
来
を
虫
詰
し
、
生
身
に

地
獄
に
陥
入
せ
し
処
な
り
。
此
の
三
院
は
洞
に
し
て
涯
底
無
し
。

秋
夏
の
霧
雨
に
溝
池
沼
溢
す
れ
ど
も
、
此
の
院
深
く
し
て
嘗
て

水
の
止
る
こ
と
無
し
」
と

会
。
尚
具
さ
に
之
を
記
す
。
往
て
見
よ
。
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-
祇
樹
給
孤
独
固
と
は
、

「浬
繋
経
』
に
出
ず
北
本
第
三
十
巻
、
南
本
第新

廿
七
巻
。
即
ち
、
祇
園
精
舎
是
な
り
。
祇
樹
と
は
、
書
川
の

疏
」
に
「
党
に
は
抵
一但
と
云
い
、
亦
た
祇
陀
と
云
い
、
正
し
く

は
、
逝
多
と
云
う
。
此
に
は
戦
勝
と
翻
す
。
波
斯
匿
王
の
太
子

な
り
。
生
る
時
外
国
と
戦
い
て
勝
つ
。
因
り
て
以
ち
て
名
と
す
。

今
、
祇
陀
の
所
施
な
る
を
以
ち
て
其
の
樹
を
呼
び
て
祇
樹
と
云

う
取
意

E
E
。
給
孤
独
と
は
、
給
孤
長
者
、
是
れ
波
斯
匿
王
の
大

臣
、
須
達
長
者
な
り
。
蘇
達
多
、
旧
に
は
須
達
と
日
う
。
読
な
り
。

唐
に
は
善
施
と
言
う
。
或
い
は
楽
施
と
名
づ
く
音
域
芭
六巻初紙、

Z

Z
一一
巻
廿
丸
。
そ
の
心
、
仁
に
し
て
且
つ
ぎ
り
。
積
も
り
で

し
か
も
能
く
散
ず
。
是
の
故
に
孤
に
給
し
独
に
給
す
。
時
の
人

そ
の
徳
を
美
し
く
し
て
号
し
て
給
孤
独
と
す
。
仏
、
摩
掲
陀
に

在
り
て
、
未
だ
舎
衛
に
遊
ば
ず
。
善
施
長
者
、
児
の
為
に
妻
を

要
ら
ん
と
し
て
、
遂
に
王
舎
城
に
詣
す
。
既
に
彼
の
城
に
達
せ

り
時
に
長
者
有
り
。
将
に
仏
を
鐙
請
せ
ん
と
し
て
、
家
に
供
養
存
修
す
。
普
施
、
そ
の
所
由
を

問う
。
長
者
、
具
さ
に
仏
を
請
う
こ
と
を
陳
ず
。
彼
れ
仏
の
徳
を
聞
き
て
深
く
心
に
懲
訴
す
。
仏、

霊
鷲
山
に
在
し
て
相
い
去
る
こ
と
五
十
余
里
な
り
。
遥
か
に
光
を
般
ち
て
普
施
存
照
す
。
普施光

を
尋
ね
て
透
か
に
世
尊
を
見
る
。
悲
感
嘗
硬
す
る
こ
と
子
の
父
を
見
る
が
如
し
。
光
を
尋
ね
て
仏

に詣す
。
路
に
天
嗣
に
逢
う
。
普施、

礼
拝
す
。
仏
光
、
遂
に
減
す
。
善
施
、
愉
悦
す
。
光
明
還
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た
照
す
。
光
を
尋
ね
て
仏
に
至
り
て
仏
を
訪
う
。
諸
仏
の
問
普
く
有
縁
を
化
す
。
何
ぞ
独
り
こ
の

土
の
み
な
ら
ん
と
。
仏
、
時
に
許
可
し
た
ま
う
等
。
長
者
珊
檀
那
が
舎
に
寄
止
す
。

善
施
、
彼
に
在
り
て
、
始
め
て
仏
在
す
こ
と
を
知
り
、
深
く
心

に
歓
喜
す
。
尋
ね
て
仏
所
に
詣
し
て
、
具
さ
に
仏
を
請
わ
ん
こ

と
を
陳
ぶ
。
仏
、
時
に
可

H
F一
許
可
し
て
舎
利
子
を
し
て
帰
る
に

随
い
て
先
、
ず
住
処
を
棟
、
ば
し
む
。
祇
陀
太
子
の
園
を
択
び
得
た

灼ノ仏
の
言
わ
く
、
出
家
は
ま
さ
に
す
べ
か
ら
く
寂
静
に
す
べ
し
。
盛
徳
は
人
間
し
く
域
中
は
小

降
な
り
。
唯
、
城
南
五
六
里
余
に
太
子
逝
多
の
園
あ
り
。
地
幽
に
境
婦
に
林
密
に
華繁し
。
壁方

十
里
伽
一
肢
を
置
く
べ
し
。
長
者
買
わ
ん
こ
と
を
問
ふ
。
太
子
戯
れ
て
云

わ
く
、
金
を
側
布
し
て
地
に
満
つ
る
こ
と
高
さ
五
寸
に
敷
か
ん
。

時
に
即
ち
是
れ
を
売
ら
ん
。
長
事
官
許
諾
し
て
交
交
は
易
、
或
い
は
共
な
り
。

合
な
り
付
付
属
せ
ん
と
欲
す
。
太
子
の
云
わ
く
、
「
是
れ
戯
言
な
り
」

と
。
共
に
断
事
の
人
を
請
う
浄
居
天
、
人
の
遮
曲
を
恐
れ
、
乃
ち
後
ち
、
化
し
て

断
事
者
と
な
る
。『
資持記
』
下
の
四
。
断
事
人
は
訓
わ
く
郷
邑
の
長
吏
な
り
。『
行宗記
」
四の

L
A

。
断
事
人
は
即
ち
能
く
誇
い
を
断
ず
る
者
な
り
(
己
上
)
。「
新記
』
頭
曾
に
向
す
。
因
み
に
須

帥

達
、
精
舎
を
図
り
て
網
干聞
を
捉
る
時
、
空
中
に
六
欲
天
現
ず
る
事
費
想
経
」
の
税
な
り
。
評
壁
担

川川町

M
M
W

七券
E
E

二
紙
に
委
し
。
近くは

『父子
相
迎
要
盤
上
巻
出
五
紙
。
断
#
被
る
に
先
-諸
に
依
ら
し
む
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彼
の
方
の
締
法
、
先
諮
に
依
ら
し
む
。
君
子に戯
言な
き故

。
長
者
、
金
を
戴
せ
側

布
す
壁
方
十
里
なり
。
唯、

一
隅
余
れ
り
五
百
歩
主
/
く
。
太
子
そ
の
財

宝
を
惜
し
ま
ざ
る
を
見
て
布
金
い
ま
だ
十
堅
持
た
ざ
る
に
、
雇
金
尽
る
。
覧

思
惟
し
て
ま
さ
に
何
の
蔵
の
中
の金を
取る
べき
。
太
子
そ
の
情
の
懇
ろ
な
る
を
知
り
て
、
自
ら

勝
心
を
発
す
云
云
、
仏
の
殊
勝
を
知
り
て
遂
に
余
す
所
の
地
を
施
し

門
屋
を
置
立
し
て
圏
中
の
樹
を
施
し
て
以
ち
て
林
蔭
と
す
。
仏、

後
ち
、
此
に
遊
び
て
阿
難
に
告
げ
て
日
わ
く
、
「
園
地
は
善
施
が

買
う
所
、
樹
林
は
祇
陀
が
施
す
所
、

二
人
心
を
同
し
て
福
を
崇

む
。
今
自
り
己
往
、
此
の
地
を
謂
い
て
逝
多
林
給
孤
独
園
と
す

べ
し
」
己
上
官
一
芝
と
。
具
さ
に
は
『北
本
浬
翠
第
三
十
の
知
し
四

M
W
 

紙己
h
。
こ
れ
舎
衛
は
遊
化
の
境
、
祇
園
は
こ
れ
依
住
の
処
、
即

似
W

M
W

ち
処
成
就
な
り

上
来
窪
繁
一
経
』
は科
一誌に之
を引
勺

『通
草
上
八
筒
、

『事讃記
」

M
W
 

中
三
紙、

J4
e引く
。
株
宏
『疏妙
一一
の
一巻十六紙、

「孟
揃
盆
新
記
」
下の

-巻十四紙、

愉
W

M

W

『西域記
」
六巻
初
紙
巳
下
、
『名義集
』二
巻
十
六
紙
。
因
み
に
、
祇
園
寺
の
基
駈
を
明
す
経律、

多
く
八
十
頃
地
一百
二
十院
と
云
う
。
税
約
す
る
に
、
東
西
近
く
十
単
あ
り
、
南
北
七
百
余
歩
と
。

祇園
寺の
事は
具さに
は
宣
一律師の

「祇
園
寺
感
通
記
』
にあり
。『
珠林
」
第
五
十
二
巻初紙、

之を山
川だす
。
近くは

『指
雌妙
」
第
六
巻
七
約
こ
れ
を
引
く
。

-
園
と
は
、
党
語
に
は
僧
伽
衆
藍
摩
岡
、
此
に
は
衆
国
と
云
う
。

衆
僧
を
安
ず
る
が
故
に
株
宏
『疏
控

二
の
一巻
可

E
Z
十
六
民
。
今
云

わ
く
、
大
衆
多
く
集
ま
る
、

醤
え
て
以
ち
て
園
と
名
づ
く
。
謂

わ
く
園
は
惣
じ
て
千
草
万
草
種
々
生
ず
る
が
故
に
。
爾
れ
ば
、

祇
樹
給
孤
独
園
と
は
、
本
、
世
尊
の
名
付
け
給
う
寺
号
な
り
。

-
与
大
等
と
は
、
己
下
、
徒
衆
を
明
す
に
三
。

一
に
は
声
聞
衆
、

こ
に
は
菩
薩
衆
、

三
に
は
雑
類
衆
な
り
。

-
与
と
は
、
兼
並
共
及
の
義
な
り

Z
E上十
民
。
「
大
」
と
は
、
龍
樹
、

大
を
釈
す
る
に
五
義
有
り
。

一
に
は
数
大
、
千
二
百
五
十
人
の

故
に
。
二
に
は
離
大
、
大
障
断
の
故
に
。
三
に
は
位
大
、
大
阿

羅
漢
の
故
に
。
四
に
は
名
大
、
名
称
遠
聞
の
故
に
。
五
に
は
識
大
、

大
人
大
衆
に
知
識
せ
ら
る
故
に

E
E
上
に
同
町
。

-
比
丘
と
は
、
党
に
は
芯
努
と
云
う
。
諭
し
て
比
丘
と
云
う
。

五
義
を
具
す
る
に
由
り
て
翻
ぜ
ざ
る
所
以
な
り
。
文
た
、
州
に

依
り
て
名
を
立
つ
。
五
徳
州
に
喰
う
る
故
に
比
丘
と
云
う

E
E

上
に
同
じ
。
「要
差
上
八
紙
に
云
わく、

「芯
錦
、
角
的
な
り
。
こ
れ西
天
の
草
の
名
。
五徳を

具す
る
が故に
出
家
人に蛾
-3
0

-
衆
と
は
、
僧
な
り
。
理
事
の
二
、
和
し
て
衆
の
名
を
得
る
な

り
。
四
人
己
上
、
僧
の
名
を
得
る
故
に

E
Z
上に同じ
。
「
憎
」
と
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は
党
語
、

具
さ
に
は
僧
伽
と
云
う
。
此
に
は
翻
じ
て
衆
と
云
い、

或
い
は
衆
和
合
と
云
う
。
伽
と
言
わ
ざ
る
は
文
を
省
く
な
り

元照

の『
一疏
』
及
び
徐
宏
の

『疏紗
」。

-
千
二
百
五
十
人
と
は
、
仏
、
初
め
て
成
道
し
て
、

一二
迦
葉

を
度
す
。
共
に
弟
子
千
人
有
り
。
次
に
舎
利
弗
、

目
蓮
を
度

す
。
共
に
弟
子
二
百
五
十
人
有
り
。
此
れ
皆
、
本
と
是
れ
外
道

に
し
て
仏
に
遇
い
て
得
度
す
。
仏
恩
を
荷
う
こ
と
深
し
。
故
に

"“
 

常
に
随
侍
す

一冗照の

『疏
』
骨問
。
株
宏
『
疏
紗
」
に
云
わ
く
、

「三

迦
葉
と
は

一
に
優
棲
頻
螺
、
火
龍
窟
に
於
い
て
五
百
の
弟
子

有
り
。
二
に
伽
耶
、
象
頭
山
に
於
い
て
三
百
の
弟
子
有
り
。一一一

に
那
提
、
希
連
河
に
於
い
て
二
百
の
弟
子
有
り
。
後
ち
に
は

皆
、
仏
に
帰
す
る
が
故
に
千
衆
有
り
。
目
連
と
舎
利
一
己
宣
弗

と
は
、

二
人
共
に
二
百
五
十
の
弟
子
有
り
。
亦
た
来
た
り
て
仏

に
帰
す
。
千
二
百
五
十
人
と
成
る
な
り
」
己
上
。
又
た
、

嘉
祥
の

『金
剛
般
若
経
義
疏
』
第
二
二
紙
に
云
わ
く
、

「千
二
百
五
十
人
と

は
、
仏
、
初
め
て
成
道
し
て
、
前
に
五
人
を
度
し
、
次
に
優
棲

頻
螺
迦
葉
、
摩
詞
迦
葉
を
度
し
て
五
百
人
を
得
。
次
に
那
提
迦
葉
、

伽
耶
迦
葉
兄
弟
二
人
を
度
す
。
各
お
の
二
百
五
十
の
弟
子
有
り

て
、
合
し
て
千
人
と
成
る
。
次
に
舎
利
弗
、
目
連
を
度
す
。
復
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た
二
百
五
十
人
を
得
。
合
し
て

一
千
二
百
五
十
五
人
有
り
。
今

は
但
、
其
の
大
数
を
挙
げ
て
名
聞
有
る
者
を
取
れ
ば
、
正
し
く

千
二
百
五
十
人
と
云
う
な
り
」
巳
上

『仏
祖
統甲
山」
を
妓
ず
る
に、

頻
螺
に
五
百

の
弟
子
有
り
。
時
に
頻
搬
に
二
弟あり
。一

に
は
那
援
と
名
づ
く
、

こ
には
伽
耶
と
名
づ
く
。
各

"“
 

おの
二
百五
十
の
弟
子
有
り
。
又
た
、
宙
経
の
疏
』
に
準
ず
る
に
、
侵
出
惜
頻
螺
の
弟
子
、
五
百
。

伽
耶、

那
挺
の
弟
子
、
各
お
の
二
百五十
。
舎
利
、
目
連
の
弟
子
、
合
し
て
二
百
五
十
な
り
と
。

此
れ
『疏
』
の
所
引
の

『賢愚経
』
の
説
な
り
。
然るに

『賢懸経
』
に
此
の
文
無
し
。『
過去

侭

ω

現在因
果
経
」
に
操
る
に
党
号
数
目
、
全
く

『観
経
の
疏
』
に同じ
。
正
し
く
彼
の

「経
」
の説

なりや
。『
観経
新
記
」
序分
一巻
三
十紙
。
又た、

『四
分
律
』
の説は
、
頻
螺
の
弟
子
五
百
、目

伽
耶
の
弟
子
、
二
一百
、
那
提
の
弟
子
二
百、舎
利
の弟子、

一百五
十
、
目
述
の
弟
子
、

一百
。

"“
 

此
の
外
、
『経
律
奨
相
」、
恵
心
の

『法
草
科
文
」
に
同
じ
く
「
伽
耶
三
百
、
那
捷
一石
臼」と云

う
。
株
宏
『紗釈
』
に同じ
。
諸
文
亦
た
、
所
依
の
経
論
有
り
。
輿
説
、
宜
し
き
に
従
い
て
須
ら

く
和
会
す
べ
か
ら
ず
。『
序記
』一
巻
三
十
紙
、
往
き
て
見
よ
。
文、

一説
に
耶
合
等
の
五
十
人
、

及び
隙如
等
の
五
人
客
度
す
。
共に
此
の
数
#
成
ず
。
株
宏
『一疏紗頭貴
』に
具
さ
に
『華
厳
の
紗
」

切
M町

会
出
せ
り

。

-
倶
と
は
、
慈
恩
の
云
わ
く
、
「
倶
に
祇
園
に
至
る
故
に
」

『通
塁

。

株
宏
の
云
わ
く
、

「倶
と
は
仏
と
大
衆
と
共
に
祇
園
に
居
る
故
に
」
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『疏
紗
』。

-
大
阿
羅
漢
と
は
、
党
語
は
阿
羅
漢
、
此
に
三
翻
有
り
。

一
に
は

応
供
、

こ
に
は
殺
賊
、

三
に
は
無
生
。
具
さ
に
は
元
照
の

『疏
』及

び
株
宏
の

『疏
紗
』
の
如
し
。
大
と
は
余
の
小
声
聞
に
棟
す
。
皆、

是
れ
無
学
の
羅
漢
な
り
。

-
衆
知
識
と
は
、
上
の
句
は
位
を
表
し
、
此
の
句
は
徳
を
表
す
。

知
識
と
は
、
名
を
聞
き
て
徳
を
欽
む
。
知
と
日
う
。
形
を
観
て

敬
奉
す
る
を
識
と
日
う
。
徳
高
く
望
み
重
く
し
て
、
名
、
一
戸
舎
一

天
下
に
満
つ
。
人
人
之
を
知
り
、
人
人
之
を
識
る
故
に
衆
に
知

識
せ
ら
る
と
日
う
な
り
妹
針
。
即
ち
下
に
列
す
る
が
如
き
は
、
会

中
の
上
首
に
し
て
人
天
大
衆
、
其
の
徳
業
を
知
り
、
其
の
儀
貌

umw 

を
識
る
故
に
、
衆
所
知
識
と
云
う
な
り
元問
。
窒
家
の
云
わ
く
、
「

一

異切
なの
る凡
を聖
識
る彼
故の
に内

来襲

zx 
帯通
話ず

マA
E 吹

i吉
宗139結
A の
て殊

五
わ
く
、

一
切
大
衆
の
中
、
能
く
知
ラ
レ
見
シ
ラ
レ
タ
ル
こ
と

是
れ
其
の
徳
有
る
が
故
な
り
。
所
知
識
と
は
知
り
識
ら
る
る
を

云
う
事
な
り
。

-
長
老
と
は
、
徳
重
く
、
蝋
高
し
。
故
に
長
壁
き
が
放
に
長

老

警

き
が
故
に
老
と
称
す
。
語
は
初
め
の
人
に
局
れ
ど
も
、
義
は
諸
位
を

該
ぬ
元
問
。
長
老
の
称
、
独
り
舎
利
弗
の
み
に
あ
ら
ず
、
十
六
の

尊
宿
、
阿
菟
楼
駄
ま
で
皆
、
長
老
と
名
づ
く
。
皆
、
上
首
の
弟

子
な
れ
ば
な
り
株
角
。
今
、
云
わ
く
、
大
比
丘
衆
の
衆
は
聖
に
局

る
。
衆
所
知
識
の
衆
は
上
と
別
な
り
。
此
れ
は
広
く
大
衆
に
通
ず
。

-
舎
利
弗
等
と
は
、
己
下
、
徒
衆
列
名
素
読
の
み
。
但
し
、
賓
頭

枯

虚
頗
羅
堕
に

一
人
二
人
の
異
説
あ
り
。
天
台
は

「義
記
会
本
」三
民
走

閉
門
と
翻
ず
と
釈
す
。
之
を
以
ち
て

一
名
と
す
『菱
躍
控
に
臼
わ
く
。

賀
政
虜
は
字
な
り
ロ
頗四靴堕
留は
姓
な
り
。
慈
恩
、
弧
山
、
浄
覚
、
元
照
、

株
宏
、
兵
の余の
諸

師
、
皆
、
同
じく
以ちて

一名
と
引

。
西
明
と
元
暁
と
の
二
師
は
賓
唾
底
を

以
ち
て

一
名
と
す
。
頗
羅
堕
を
以
ち
て

一
名
と
す
事
貸
出

巾
卜
的

慈
恩
の
云
わ
く
、
「
問
う
、
千
余
の
羅
漢
、
尽
く
祇
園
に
到
る
。

惣
じ
て
、

三
明
を
証
し
、
皆
、
因
果
に
登
る
。
列
名
の
処
に
鷲

子
を
何
ぞ
先
と
す
る
や
。
答
う
、
只
、
鷲
子
の
知
く
、
弁
、
小

聖
に
過
ぎ
、
智
、
常
倫
に
頴
ず
。
霊
山
に
は
発
請
の
先
と
せ
り
、

舎
衛
に
は
閉
経
の
首
め
と
作
す
。
最
初
に
標
列
す
る
に
、
理
に

於
い
て
何
ぞ
違
せ
ん
」
還

E
t卜
一札
。

-
却
是
等
と
は
、
一
戸

F
一
千
会
小
人
と
標
し
て
、
略
し
て

一
十
六
人
を
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挙
ぐ
。
尽
く
列
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
等
と
云
う
な
り
。
慈
恵
豆
汁
元

照『訟』

。

-
諸
大
弟
子
と
は
、
学
、
師
後
に
在
り
。
故
に
弟
と
称
す
。
解、

師
に
従
い
て
生
ず
。
故
に
子
と
称
す
。
弟
は
則
ち
師
の
謙
譲
を

顕
す
。
子
は
乃
ち
資
の
尊
仰
を
明
か
す

孤
山
の
釈
な
り
。
事
識
の
記
」
中

士
一的
。

-
並
と
は
、
前
を
承
く
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、

仏
、
此
の

『経』

を
説
き
た
ま
う
、
但
、
声
聞
の
み
会
に
与
か
る
に
あ
ら
ず
。
大

印
刷

士
も
亦
た
同
じ
く
聞
く
所
な
り
徐
針
。
今
、
云
わ
く
、
並
の
字
に

合
集
相
違
の
二
義
有
り
。
調
わ
く
、
上
は
声
聞
衆
、
下
は
菩
薩
衆
。

此
れ
上
と
相
違
す
る
が
故
に
。
又
た
、
声
聞
衆
に
限
ら
ず
、
菩
薩
、

其
の
外
雑
類
衆
迄
も
と
云
う
意
な
り
。
是
れ
合
集
の
義
な
り
。

-
諸
普
薩
摩
詞
薩
と
は
、
菩
薩
の
同
聞
、
極
め
て
多
し
。
略
し

て
四
名
を
挙
ぐ
。
故
に
諸
と
云
う
な
り
一括
…「疏」。

菩
薩
摩
調
薩
、

具
さ
に
は
菩
提
薩
唾
摩
詞
薩
と
云
う
。
菩
提
、
此
に
は
道
と
云
う
。

薩
唾
、
此
に
は
衆
生
と
云
う
。
或
い
は
大
心
勇
猛
と
云
う
。『
道

行
経
』
に
云
わ
く
、
「
天
上
天
下
、
最
尊
最
勝
な
る
を
摩
調
薩
と

名
づ
く
」
己
上
軍
曹
聞
記
』
上
、
中
士

一船
。
慈
恩
の
云
わ
く
、
「
此
れ
等

の
菩
薩
の
名
、
十
方
に
振
る
い
、
位
、
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八
地
に
居
す
。
小
菩
薩

に
棟
し
て
二
乗
に
異
な
る
こ
と
を
表
す
。
故
に
摩
詞
薩
と
云
う

同
ω

な
り
」

E
E
上廿
一札
。

-
法
王
子
と
は
、

「仏
地
論
」
第
二
十
七
に
云
わ
く
、
「
世
尊
の
口

従
り
正
法
を
生
ず
。
故
に
能
く
仏
種
を
紹
い
で
、
断
絶
せ
ざ
ら

し
む
。
故
に
仏
子
と
名
づ
く
」

蓮
主
及
語
呂
所
引
。
元
照
の
云

わ
く
、
「
仏
種
を
紹
隆
す
る
を
法
王
子
と
称
す
。
『
智
論
』
に
云
わ
く
、

〈仏
は
法
王
為
り
。
菩
薩
は
正
法
位
に
入
り
、
乃
至
十
地
ま
で
悉

く
法
王
子
と
名
づ
く
て

乃
ち
知
り
ぬ
、
此
の
名
は
下
の
諸
位
を

該
ぬ
己
上
冨
』
。
『
法
華
疏
記
』
第
三
『
文
句
』

三
之
一
、
巻
五
、
士
娠
、
「
法

苦
闘註』

一之
上
、
五
十
紙

に
臼
わ
く
、
「
問
う
、

「経
」
に
文
殊
は
是
れ

法
王
子
と
称
す
。
一戸印
σ一
此
の
諸
の
菩
薩
、
何
れ
の
人
か
是
れ
法

王
子
に
あ
ら
ざ
ら
ん
。
答
う
、
二
義
有
る
が
故
に
。

一
に
は
王

子
の
中
に
於
い
て
徳
を
文
殊
に
推
か
る
。
こ
に
は
諸
経
の
中
に

文
殊
菩
薩
を
並
び
に
上
首
と
す
」
己
上
、
株
宏
の
百
世

二
之
一巻
三
、卜
一

U川町

紙
之
を
引
向
。

-
与
知
是
等
と
は
如
是
は
上
を
結
す
。
謂
わ
く
、
上
の
文
珠

弥
勅
等
を
結
す
。
等
と
は
、
余
を
例
す
。
調
わ
く
、
余
の
普
賢
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観
音
、

一
切
の
菩
薩
を
例
す
る
な
り
株
宏
。

-
諸
大
と
は
、
然
る
に
菩
薩
の
名
は
初
後
に
通
ず
。
上
に
列
す

る
所
の
知
く
ん
ば
、
深
位
の
補
処
に
非
ざ
る
と
い
う
こ
と
莫
し
。

或
い
は
是
れ
権
り
に
影
響
を
現
す
。
故
に
諸
大
と
云
う
な
り

元
照

『疏」。
-
及
と
は
、
前
を
承
く
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
浄
土
の
法
門
は
但
、

諸
聖
の
み
に
あ
ら
ず
。
会
に
与
か
る

一
切
の
凡
衆
、
皆
、
同
じ

く
聞
く
が
故
に
株
宏

。
今
、
云
わ
く
、
是
れ
亦
た
、
合
集
相

遠
の

是
れ
前
栽
に
出慨
す
る
な
り
二
義
有
り
。
謂
わ
く
、
釈
提
桓
因
等
は

上
の
衆
と
相
違
す
る
が
故
に
及
と
云
う
。
是
れ
相
違
の
義
な
り
。

然
り
と
離
も
、
同
く

一
処
に
会
す
。
故
に
及
と
云
う
。
是
れ、

合
集
の
義
な
り
。

-
釈
提
桓
因
と
は
、
具
さ
に
は
釈
迦
提
婆
因
達
羅
と
云
う
。
釈

迦
は
姓
な
り
。
此
に
は
釈
を
翻
じ
て
能
と
す
。
提
婆
と
は
天
な

り
。
因
達
羅
は
帝
な
り
。
釈
提
桓
因
と
云
い
、
天
帝
釈
と
言
う

は
倶
に
靴
倒
な
り

慈
聞
こ
通
主

。
或
い
は
釈
迦
因
陀
羅
と
云
う
。

此
に
は
能
天
帝
と
翻
ず

元山川

『
在
。

或
い
は
釈
迦
提
婆
因
提
と

云
う
。
釈
迦
は
此
に
は
能
と
云
う
。
提
婆
因
提
と
は
此
に
は
天

主
と
云
う
株
宏
読
位
。

記
主

主
讃
記
」
中
十
四
紙

、
肇
の

『義
記
』

を
引
き
て
云
わ
く
、
「
『智
度
論
』

に
云
わ
く
、

〈
釈
を
能
と
す
、

提
を
天
と
す
、
桓
因
を
主
と
す
》。

調
わ
く
、
能
き
天
主
為
れ

ば
な
り
。
又
た
、
釈
は
是
れ
姓
、
桓
因
は
是
れ
号
な
り
」

一芸。

私

日

に云わく、
此
の
倒
名
、
偉
大
主
の
説
、
全
く
株
宏
の
釈
に
同
ず
。又た、
過
去に
俄
戸
迦
と
名
づ
く

“

明

日

る因縁
、剛警
仰
の釈
、
事
讃
の
記
』を
引
む
慈
一
息
、
之
を
『宗
輸
の
疏
」
に
議
釈
引
。
元
照

の
云
わ
く
、
「
釈
提
桓
因
は
即
ち
三
十
三
天
の
主
。
今
、
帝
可
思
白
一

面

釈
と
言
う
は
華
党
双
べ
挙
ぐ
」
己
上
。
此師
意
、
能
天
帝
と
献ず
る
民
と
。

「
等
は
謂
わ
く
諸
な
り
。
上
及
び

下
を
兼
ぬ
。
其
の
数

一
に
あ
ら
ず
」
軍
事
出」所列。

慈
思
の
云
わ
く
、

-
等
と
は
、

肇
師
の
云
わ
く
、

「等
と
は
余
の
諸
天
と
大
衆
と
倶
に
祇
園
に
至
る
な
り
」

喜

』上の

ω切向
。
今、

云
わ
く
此
の
等
の
字
、
若
し
上
の
句
の
末
に
安
ず
れ
ば
、

欲
界
の
四
天
と
色
界
の
十
八
天
と
を
等
取
す

薩
婆
多
は
十
六
天
と
立
つ

経
部
は
十七
天と
、
冷
伽
等は
ト
八
天
と

な
り
。
若
し
句
頭
に
置
い
て
、
等

の
無
量
諸
天
と
句
を
切
る
と
き
は
則
ち
、
切
利
三
十
三
天
、
其

の
外
の
諸
天
及
び
護
世
四
王
等
の
帝
釈
己
下
の
諸
天
を
等
取
す
。

但
し
肇
師
の
釈
に
掠
る
と
き
は
、
則
ち
、

二
義
共
に
通
ず
べ
し
。

閥、

天
類
に
局
る
に
あ
ら
ず
。
雑
類
衆
も
亦
た
摂
し
て
見
る
べ
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し
。
下
の
流
通
に
天
人
阿
修
羅
等
と
言
う
を
以
ち
て
の
故
に
、
今
、

斯
に
無
量
諸
天
大
衆
と
云
う
。
大
衆
の
言
、
人
非
人
一
切
の
大

衆
を
指
す
。
即
ち
此
の
調
な
り
。
元
照
の
云
わ
く
、
「
大
党
色
器

禅第
三
天
な
り
四
王
天
主
欲
語
釈
の
臣
、
甚
だ
多
し
。
復
た
尽
く
挙
げ

ず
。
故
に
無
量
と
云
う
な
り
。
更
に
道
俗
の
四
衆
と
龍
鬼
八
部

凶
闘

を
兼
ぬ
故
に
、
大
衆
倶
と
云
う
」

己
ん
。
此
の
釈
、
亦
た
此
の
意

な
り
。

今 ・
倶

此と
のは
倶リ
は体
亦妻
たロ
諸王
菩 Y
薩
丙白 ー「

芙 τ七

安倍
と γ:
倶企

号主
主復
疏吾
紗守
~ 1I 1 つ

唐
訳
に
日
わ
く
、
「
復
た
帝
釈
、
大
荒
天
王
、
堪
忍
界
の
主
、
護

世
田
王
有
り
。
是
の
如
き
の
上
首
、
百
千
倶
肱
那
慶
多
数
な
り
。

の諸
為天
の子
故衆

倶及
にび

考会
旦世
よ間

警暴
1ミ量
己 111の

巴交
上阿
倍素
生洛

就等
な闇

q窪

上
来
、
序
分
畢
ぬ
。

【

. 
一. 

一
正
宗
分
}

第
二
正
宗
分
と
は
、
上
来
序
分
を
明
か
す
と
離
も
、
此
の
霊

に
は
正
し
き
発
起
無
き
が
故
に
十
可

5
Z
二
部
経
の
中
に
は
無

問
自
説
の
経
な
り
。
此
の
無
間
自
説
は
即
ち
知
来
大
悲
の
至
極
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な
り
。
慈
恩
の
云
わ
く
、
「
此
の

『経
」
は
即
ち
是
れ
大
乗
の
所
摂
、

三
蔵
の
中
に
は
菩
薩
蔵
に
収
む
。
十
二
分
の
中
に
は
無
閉
自
説

の
教
な
り
理
主
上
七
紙
」
。
天
台
の
云
わ
く
、
「
此
の

『経
』
の
命

章
は
舎
利
弗
に
対
す
。
余
経
に
は
皆
、
請
主
有
り
。
此
の

『経」

は
無
間
自
説
な
り
『義
記
会
本
』
凹
紙
は
元
照
の
云
わ
く
、
「
此
の

「経』

に
は
但
、
証
信
を
列
し
独
り
発
起
無
し
」
。
『
往
生
伝
戒
警
師
の
と

の
序
に
日
わ
く
、
「
此
れ
乃
ち
十
二
分
教
に
は
無
問
自
説
の
経
な

り
。
其
れ
猶
を
母
の
嬰
児
を
抑
す
る
に
其
の
請
を
侯
た
ず
、
但
、

其
の
手
足
を
顧
て
乳
を
以
ち
て
之
を
晴
ま
し
め
ん
と
欲
す
る
が

ご
と
き
の
み
巴
上
、
同
」
。
謂
わ
く
、
他
方
の
浄
剥
、

二
乗
偏
小
の

境
界
に
あ
ら
ず
。
世
尊
の
大
悲
、
物
を
欄
れ
む
こ
と
母
の
子
を

愛
す
る
に
小
験
を
憐
れ
む
が
知
し
験
は
疲
れ
号
。
無
知
な
り
。
。
請
問
す

る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
召
し
て
以
ち
て
之
を
諦
う
。
其
の
深
切

な
る
こ
と
を
彰
す
霊
は
八
紙
、
塁
。
高
位
叫
」。
嘉
祥
の
云
わ
く
、
「
人

の
請
、
有
る
こ
と
無
く
し
て
、
仏
自
ら
説
き
た
ま
う
は
、

二
義

一
に
は
如
来
の
大
悲
、
純
ら
至
り
て
、
機
、
動
ず
れ
ば

則
ち
説
き
た
ま
う
、
他
の
請
を
待
た
ざ
る
こ
と
を
示
す
」
。
肇
公

有
り
。
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の
云
わ
く
、

〈真
友
、
請
を
待
た
ず
、
慈
母
の
嬰
児
に
赴
く
が
如
し
〉

と
。
こ
に
は
理
深
玄
に
し
て
人
の
能
く
問
う
無
き
こ
と
を
顕
さ

ん
と
欲
す
。
故
に
自
ら
説
き
た
ま
う
な
り
『議
室
問
主
十
五
島
。

株
宏
の
云
わ
く
、
「
此
の

『経
』
に
発
起
無
し
。
仏
の
自
説
な
る

が
故
に
。
良
に
此
の
『経
』
の
世
を
救
う
、
最
も
急
な
る
に
由
り
て
、

請
を
待
た
ず
。
故
に
謂
わ
く
、
末
世
の
衆
生
、
根
鈍
障
深
に
し

て
解
脱
禅
定
甚
だ
得
べ
き
こ
と
難
し
。
仏
、
大
悲
を
以
ち
て
此

の

一
門
を
出
し
て
、
横
に
生
死
を
載
ち
、
急
に
衆
生
を
救
う
に
、

唯
、
恐
く
は
及
ば
*さ
る
こ
と
を
。
故
に
請
を
待
た
ざ
る
な
り
」
。

又
た
、
云
わ
く
、

『大
本
」
「
観
経
」
皆
、
発
起
有
り
。
此
の

『経
』

独
り
、
之
無
き
こ
と
、
意
、
弥
い
よ
切
な
る
が
故
に
。
亦
た
是

れ
不
発
起
の
発
起
な
り
。
可
口
白
一
謂
わ
く
、

二
経
の
如
き
は
、
是

れ
浄
土
の
本
教
、
皆
、
発
起
有
り
。
亦
た
是
れ
大
悲
心
、
切
に
し

て
特
と
に
往
生
を
示
す
と
難
も
、
然
れ
ど
も
観
法
精
微
に
、
願

門
広
大
に
し
て
、
未
だ
此
の

「経
」
の
但
、
持
名
を
事
と
し
て

即
ち
彼
の
国
に
生
ず
る
こ
と
尤
も
要
に
し
て
文
た
、
要
な
り
と

す
る
に
し
か
ざ
れ
ば
、
仏
意
、
斯
に
於
い
て
亦
た
復
た
切
に
し

て
又
た
、
切
な
り
。
故
に
諸
の
衆
生
の
為
に
不
請
の
友
と
作
る

な
り
。
文
た
、
現
前
の
衆
生
、
生
死
に
楽
著
し
て
、
出
離
を
求
め
ず
。

自
ら
能
く
仏
の
大
悲
を
発
起
し
て
此
の

『経
』
を
説
か
し
む
な

り
己
上
『
疏
盆

二
の
二
巻、初
二
紙
の
取
意
。
私に
云
わ
く、

此
の
両
釈
、
尤
も
翫
昧
す
べ

'h

」。

慈
恩
の
云
わ
く
、
「
問
う
、
浄
土
の
経
文
、
何
ん
に
因
り

て
か
自
説
す
る
や
。
答
う
。
浄
土
を
談
ず
る
に
、
自
宣
を
以
ち

て
す
る
こ
と
は
、
慈
悲
の
意
を
顕
す
が
為
な
り
。
磁
土
を
捨
て

剖

て
浄
方
に
趣
向
せ
し
む
る
の
旨
な
り

蓮
昌
上
七
民
」
。

今
云
わ
く
、

嘗
え
ば
路
辺
を
過
ぐ
る
に
人
有
り
て
深
坑
に
堕
す
。
呼
て
救
護

を
請
う
。
其
の
声
を
聞
き
て
驚
き
て
之
を
助
く
る
は
是
れ
請
を

待
ち
て
救
う
。
猶
し
彼
の
章
提
の
致
請
の
如
き
是
な
り
。
若
し

亦
た
二
三
歳
の
嬰
児
、
井
の
辺
に
在
り
て
将
に
井
の
中
に
落
ち

ん
と
せ
ん
に
、
人
有
り
て
之
を
観
る
と
き
は
則
ち
直
ち
に
走
り

て
之
を
助
く
。
請
を
待
た
ず
し
て
救
う
、
是
れ
無
問
自
説
な
り
。

既
に
在
世
末
代
重
障
の
機
類
、
臨
臨
と
し
て
三
悪
の
火
坑
に
落

ち
ん
こ
と
、
正
に
足
下
に
在
り
。
仏
の
大
悲
の
切
な
る
、
偏
に

之
を
憐
慰
し
て
請
せ
ざ
る
に
自
ら
説
き
た
ま
う
。
誠
に
此
の
『経
』

は
釈
迦
究
寛
の
大
悲
よ
り
宣
説
し
た
ま
う
終
窮
の
極
談
な
り
。

又
た

一
義
に
云
わ
く
、
大
衆
集
る
時
、
機
感
内
に
熟
し
、
時
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節
外
に
至
る
。
是
の
故
に
仏
意
開
顕
し
て
正
に
此
の

「経
』
を

説
き
た
ま
う
な
り
此
れ
常
途
の説
。
今
、
之
を
用
い
ず
。。

爾
時
と
は
、
此
れ
則
ち
六
種
成
就
の
時
な
り
。
調
わ
く
、
六
種

成
就
の
終
り
、
正
宗
の
始
め
な
り
。
今
云
う
、
大
衆
集
る
、
爾

の
時
な
り
。
若
し
仏
意
に
約
し
て
之
を
言
わ
ば
、
則
ち
如
来
濁

世
末
一
己
目
一
代
の
機
を
鑑
み
た
ま
う
に
、
時
節
既
に
至
り
、
機
感

正
に
熟
す
。
衆
生
の
迷
倒
、
之
を
見
る
に
忍
び
た
ま
わ
ず
。

マ
リ
ニ
ア
ブ
ナ
キ
ユ
エ
、
大
悲
心
、
急
に
起
る
、
爾
の
時
な
り
。

抑
も
知
来
出
興
し
て
広
く
漸
頓
の
教
を
説
き
た
ま
う
と
雛
も
、

一
類
鈍
根
の
機
の
衆
生
の
為
に
更
に
其
の
利
益
無
し
。
然
る
に

濁
悪
の
衆
生
、
往
生
浄
土
の
因
縁
、
即
ち
熟
せ
り
。
斯
に
於
い
て

仏
将
に
此
の

『経
』
を
説
か
ん
と
す
、
爾
の
時
な
り
。

-
仏
告
長
老
舎
利
弗
と
は
、
天
台
の
事
記
会
主
四
紙
云
わ
く
、
「
菩

薩
に
対
せ
ず
、
声
聞
に
告
ぐ
る
こ
と
は
、
適
化
無
方
な
り
南
山
の
一広

回

わく、

「適
化
無
方
機
に
随
い
て
隠
顕
す
。
元
山
間
の
釈
に
、
適
化
は
宜
し
き
に
随
い
物
を
出
血
す
る

ごと、

一概
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
無
方
は
、
猶
お
不
定
と
一一言
う
が
ご
と
き
な
り
。
允
堪
の
釈
に、

無方とは、

『り
つ
こ
こ
ろ
は
、
塑
人
物に応じて唯、

適う
所
喜
変
う

一方
一体
を
以
ち
て之

白"

を
明
か
す
べ
か
ら
ず
。
苦

『名
義
弁
事
』
五巻卜

4

叫円
。
凡
夫
小
乗
を
し
て
此
こ
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を
献
い
、
彼
こ
を
欣
わ
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
慈
恩
の
意
、
亦
た
大いに

回

出

同じ
。『
通
左
中
三
島
。『
智
度
差
第
十

一
に
裂
云
わ
く
、
「
何
ん

が
故
ぞ
、
舎
利
弗
に
告
げ
て
菩
薩
に
告
げ
ざ
る
や
。
答
え
て
日

わ
く
、
舎
利
弗
は

一
切
弟
子
の
中
に
於
い
て
智
恵
最
も
第

一
な

り
。
仏
、
偶
を
以
ち
て
説
き
た
ま
う
が
如
き
、

一
切
衆
生
の
智
、
唯
、

仏
世
尊
を
除
き
て
舎
利
弗
の
智
恵
及
、
び
多
聞
に
比
せ
ん
と
欲
す

ア

る
に
、
十
六
分
の
中
に
於
い
て
猶
尚
、

一
に
も
及
ば
ず
、
此
れ

等
の
義
に
由
り
て
、
偏
に
鷲
子
に
告
ぐ
と
上
来
、

『議
旦
上
空

一紙

町
四

需
品
。
元
照
互
十
五
紙
云
わ
く
、
「
身
子
は
大
権
大
権
と
は
内
に
喜

の行を
M

惜
し
、
外
に
声
聞
を
現
作
す
。
智
恵
第

一
な
り
。一
言
を
知
り
て
意
を

解
し
、
深
く
仏
懐
に
契
う
。
故
に
諸
経
に
便
ち
多
く
対
話
せ
し
む
。

『弥
勅
下
生
経
』
に
云
わ
く
、

〈大
智
舎
利
弗
、
能
く
仏
に
随
い

て
法
輪
を
転
ず
。
仏
法
の
大
将
な
り
〉
と
。
乃
ち
知
り
ぬ
。
身

子
の
才
弁
、
倫
に
超
え
た
り
。
此
の

『経
』
に
至
る
に
及
び
て
は
、

殊
に

一
調
の
疑
い
を
申
べ
て
請
問
す
る
こ
と
無
し
。
始
め
従
り

末
に
至
る
ま
で
、
尽
く
是
れ
如
来
、
呼
び
て
以
ち
て
之
に
告
ぐ
」

と
。
今
云
う
、
往
生
浄
土
の
経
法
は
難
信
の
法
な
る
が
故
に
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智
恵
第

一
の
一戸

F
一舎
利
弗
に
告
げ
て
此
の

『経
』
法
を
疑
わ
ざ

ら
し
む
。
凡
そ
智
解
無
き
と
き
則
ち
此
の

『経
』
を
信
じ
難
し
。

是
を
以
ち
て
株
宏
釈
し
て
云
わ
く
、
「
仏
、
衆
生
の
為
に
此
の
難

信
の
法
を
説
き
た
ま
う
。
難
信
は
則
ち
唯
、
智
恵
深
遠
の
者
の

み
始
て
信
じ
て
疑
わ
ず
。
独
り
舎
利
弗
に
告
ぐ
る
は
、
甚
深
の

智
恵
、
浄
積
之
機
を
洞
察
し
、
事
理
の
際
を
融
通
し
て
、
方
に

能
く
信
受
し
て
疑
わ
ざ
る
を
以
ち
て
な
り

高
堂

二
の
一巻
、
廿
二
紙
。

同
二
の
二
巻
二
紙
『略
堂

。
記
主
の
云
わ
く
、
「
舎
利
弗
は
声
聞
の
上
首
、

岸
上
の
聖
人
な
り
。
仏
、
身
子
に
往
生
を
勧
む
べ
か
ら
ず
。
然

る
に
身
子
に
告
ぐ
る
こ
と
は
、
衆
生
、
皆
、
聞
き
て
、
生
を
願

ず
る
べ
き
故
。

飢
州

自
下
七
帆
」
。
定
括
和
の

『讃
」
下
十
三
紙
に
云
わ
く
、

「釈
迦
如
来
、

身
子
に
告
ぐ
る
は
、
即
ち
是
れ
普
く
苦
の
衆
生
に
告
ぐ
る
な
り
」
。

一
人
に
告
ぐ
る
は
、
即
ち

一
切
に
命
ず
る
な
り
軍

-
従
是
西
方
と
は
、
従
是
と
は
百
億
三
千
界
の

一
裟
婆
世
界
を

指
し
て
是
と
云
う
。
南
閤
浮
州
天
竺
国
説
法
会
座
の
祇
園
を
指

す
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
西
方
と
は
宗
家
の
『謹
下
四
紙

に
云
わ
く
、

「
一
切
仏
土
、
皆
、
厳
浄
な
れ
ど
も
、
凡
夫
の
乱
想
、
恐
く
は
生

じ
難
し
。
知
来
、
別
し
て
西
方
国
を
指
す
。
是
れ
従
り
十
万
億

を
超
過
せ
り
」
と
。
「
記
」
中
廿
五
紙

に
云
わ
く
、
「
貧
濁
の
衆
生
、

余
土
の
生
を
聞
か
ば
、
欣
求
の
心
、
乱
る
故
に
、
乱
想
と
云
う
。

専
一
な
ら
し
め
ん
為
に
、
別
指
と
云
う
な
り
己
ん
」
。
『
随
願
往
生

経
』
五
紙

に
日
わ
く
、
「
十
方
の
浄
土
、
実
に
差
別
無
け
れ
ど
も
、

諸
の
衆
生
を
し
て
専
心
に
在
だ
ま
る
こ
と
有
ら
し
む
。
是
の
故

に
彼
の
西
方
を
す
る
の
み
」
。
今
、
云
わ
く
、
夫
れ
極
楽
国
土
は

十
方
に
遍
満
せ
る

尽
十
方
無
碍
光
如
来
の
故
に
報
身
の
身
土
は
遍
法
界
な
り
無
辺

際
の
国
界
に
何
に
由
り
て
方
を
示
す
。
調
わ
く
住
着
の
凡
夫
に

方
を
指
さ
ず
し
て
之
を
教
え
ば

パ
ッ
ト
シ
テ
欣
求
す
べ
か
ら

ず
。
故
に
巧
方
便
を
以
ち
て
、
無
方
域
の
処
に
日
一く
方
処
を
示

し
て
ヨ
∞
σ一
西
方
を
指
す
な
り
。
若
し
是
れ
西
方
と
指
示
せ
ば
、

衆
生
、
機
欲
、
落
着
し
易
す
き
な
り
。
故
に
記
主
、
釈
し
て
云

わ
く

宮

中
二
十
五
紙
、
「
食
濁
の
衆
生
、
余
土
の
生
を
聞
か
ば
、
欣

求
の
心
、
乱
る
故
に
乱
想
と
云
う
。
専

一
な
ら
し
め
ん
が
為
に

別
指
と
云
う
な
り
己
ム
」
。
爾
る
に
、
余
方
を
請
わ
ず
し
て
、
別

し
て
西
方
を
指
す
こ
と
、
設
い
余
方
を
取
れ
ど
も
、
必
ず

一
方

を
指
さ
ば
、
亦
た
此
の
難
を
避
け
ず
。
今
、
西
方
を
指
す
。
仏

意
測
り
難
し
。
唯
、
仰
ぎ
て
信
ず
べ
き
の
み
。
凡
そ
此
の
如
き

『小
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回

経
直

E
上
卜
八叫町

問

は

、

是

れ

極

成

の

難

に

あ

ら

ず

。
縦

使

い

極

楽

を

説

き

て

東

方

に

在

り

と

言
わ
ば
、
須
く
問
う
べ
し
。
何
が
故
ぞ
、

乃

ち

東

に

在

る

や

と

。

更
に
能
く
自
知
せ
よ
、
出
足
に
戯
論
に
あ

ら

ず

や

。

古

に

云

え

る

備

し

十

一

万

億

自

り

、

之

を

視

る

と

き

は

、

則

ち

是

れ

極

楽

は

亦

た

東

方

に

在

り

、

何

ぞ

疑

を

致

す

に

足

ら

ん

。

但

し

一
四

天

下

を

以

ち

て

之

を

定

め

ば

、

西

を

指

す

こ
と
は
、

E
く

南

浮

の

一
化

に

約

す

余
の
三
州
に
約
さ
ぱ
、
方
を
指
す
こ
と
不

定
な
り

。

又

た

、

義

を

以

ち

て

之

を

言

わ

ば

、

其

の

義

、

多

端

な

り
。
且
く
、
西
河
に
捜
ら
ば
、

「安

楽

集

』
ド
の
ト
八
紙

に
云
わ
く
、
「
閤

浮

提

は

日

の

出

処

を

生

と

名

づ

け

、

没

処

を

死

と

名

づ

く

と

云

ぅ

、

死

地

に

藷

り

て

、

神

明

、

趣

入

す

る

に

、

其

の

相

い

助

便

あ

る

を

以

ち

て

な

り

。
是
の
故
に
、
法
蔵
菩
薩
、
願
じ
て
成
仏
し

西

に

在

り

て

、

衆

生

を

悲

接

し

た

ま

う

足
れ
義
般
の
御
釈
な
り
。『
記
』
下

m
 

一
九
紙
。
二
議
も
て
分
別
す
。
一
に
は
云
わ
く
、

H
出
の
処
品
生
と
名
づ
け
、
没
処
を
死
と
名
づ
く
。

死
す
る
時
、
西
に
去
ら
ん
と
欲
す
。
今
、
経
論
の
中
に
未
だ
日
の
出
没
を
生
死
と
名
づ
く
と
云
わ
ず

此
れ
正
し
き
投
微
な
り
。一

に
は
云
わ
く
、
弥
陀
、
商
に
在
り
と
経
論
等
の
中
に
未
だ
民
の
由
を

説
か
ず
。
然
る
に
今
の
釈
に
云
わ
く
、
没
処
を
死
と
名
づ
け
、
乃
至
、
成
仏
し
、
商
に
在
り
等
と
、

斯
れ
乃
ち
線
推
な
り
。
但
し
常
教
に
必
定
し
て
弥
陀
、
西
に
在
る
所
仰
を
明
か
す
と
、
己
上
。
州川、

仰
で
云
わ
く
、
真
一
語
教
の
中
に
、
五
仏
果
海
を
以
ち
て
、
四
方
中
台
に
吋
た
る
時
、
咋
丸
、
西
方
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妙
観
察
知
U

に
当
た
る
故
に
、
何
れ
の
州
に
在
れ
ど
も
、
弥
陀
極
楽
は
必
ず
西
方
に
掌
さ
ど
る
べ
き

な
り
。
然
る
に
、
日
の
出
没
は
生
死
を
標
す
る
、
設
い
何
方
な
り
と
も
、

円
の
出
づ
る
#
東
と
怠

ろ
得
、
日
の
没
す
る
を
商
と
窓
ろ
得
る
な
り
。『
繰
紗
』品
川
五
巻
廿

一
紙
。
住
吉
て
兄
よ
。
又
株
宏
『
疏

妙」

二
の
二
巻
、
六
七
紙
、
有
る
義
云
云
。
又
た
、
或
が
云
わ
く
、
西
を
死
地
と
百
う
、
定
れ
且

く
佐
伯
に
順
ず
。
日
の
東
に
出
で
、
西
に
没
す
る
政
な
り
。
又た、

此
れ
等
の
外
に
、
官
宗
、
別

に
習
う
こ
と
有
り
。
其
の
義
、

一五云
。
凡
そ
諸
仏
国
土
、
各
お
の
無
辺
際
に
し
て
、
相
い
障
碍
せ

ざ
る
こ
と
、
替
え
ば
光
光
相
碍
す
る
こ
と
無
き
が
却
し
。
但
し

『安
楽
集
」
等
の
解
も
皆
、
義
を

以
ち
て
之
を
分
別
す
る
の
訓
な
り
。
亦
た
別
し
て
一寸]戸市芯一酉
β
を
指
す
。
密
教
に
習
う
こ
と
有

り
等
、
是
れ
符
、
線
路
の

一
義
に
し
て
、
五
什
・
示
、
強
い
て
依
川
せ
ず
。
当
流
の
意
は
峰
、
仰
ぎ
て

之
を
信
ず
る
の
み
。
置
法
念
経
』
#
仲
間
ず
る
に
、
H
の
川
没
を
以
ち
て
生
死
に
喰
う
。
彼
の

「経
」

廿
一
「
鋭
天
口
問
」
に
、
三
界
諸
衆
生
、
現
在
及
び
本
米
生
あ
る
古
の
必
ず
死
街
り
法
の
常
な
る
者
、

有
る
こ
と
無
し
。
替
え
ば
日
の
出
没
の
加
し
。一

切
の
人
、
皆
、
見
る
。

4

切
の
生
、
亦
た
然
な
り
。

ωH 

死
法
、
常
に
現
前
す
。
巳
上
、
妻
喜
善
、
之
を
引
己
。

慈
恩
の
云
わ
く
、
「
問

ぅ

、

十

方

仏

国

、

快

楽

、

皆

、

同

じ

。

何

が

故

ぞ

、

偏

に

西

方

を

指

し

て

、

人

を

勧

め

て

彼

に

生

ぜ

し

む

る

や

。

答

う

、

良

と

に

凡

夫

、

業

、

重

き

が

為

に

、

処

処

に

生

を

食

、ず
。

若

し

偏

に

一
方
を
指
さ
ざ
れ
ば
、
即
ち
心
を
繋
く
る
に
専
注
な
ら
ず
。
文
た
、
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西
方
浄
土
は
、
主
、
勝
ぐ
れ
、
願
、
強
し
。
偏
に
往
生
を
勧
め
て
、

疾
く
聖
果
を
成
ぜ
し
む
。
所
以
に
偏
に
指
す
な
り
『
通
差
中
二

紙
」
。
或
い
は
六
由
を
釈
さ
ば
、
教
説
多
き
が
故
に
、
物
機
に
由

る
が
故
に
、
是
れ
生
を
摂
む
る
の
故
に
、
専
注
せ
し
む
る
故
に
、

宿
縁
、
厚
き
が
故
に
、
多
少
に
約
す
る
が
故
に
荏
撃
脱
出
第
十
に
云

わ
く
、

問
う、

何
ぞ
必
ず
し
も
極
楽
を
勧
め
ん
や
。
教
説
多
き
が
故
に
等
と
上
来
事
讃
邑
中

側

ω》

廿
五
紙
、
所
引

c

-
過
十
万
億
仏
土
と
は
、

一
大
三
千
界
を

一
仏
土
と
為
し
て

十
万
億
な
り
。「
仏
昇
切
利
為
母
説
法
経
』
下
巻
、
初
紙

に
日
わ
く
、

「仏
、
目
連
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
斯
の
三
千
大
千
世
界
は
百
億
の

日
月
、
百
億
の
四
大
海
、

百
億
の
須
弥
山
王
、
百
億
の
四
天
下
、

是
を
則
ち
名
づ
け
て
三
千
大
千
世
界

一
仏
国
土
と
日
う

己知」
。

但
し
、
十
万
億
の
数
量
に
於
い
て
、
異
説
多
端
な
り
。
具
さ
に

E 
上『

士大
量経
ι の
E講
く、2G4翠

;i 
の可「

古る
ず刊

誌 如
i1: し

お 2

;F 
ig 
や議

官置

lま唯
、
釈
迦
の
巧
説
な
ら
ん
や
。
答
う
、
仏
意
、
難
思
な
り
。
執
か
徹
す
く
測
量
せ
ん
。
但
し
、
先

間
無
き
に
あ
ら
ざ
る
を
以
ち
て
、
信
じ
て
古
を
好
す
る
に
、
廠
の
義
、
従
容
に
し
て
問
旨
、
両
つ

な
が
ら
ね
た
り
。
且
く
能
説
の
釈
迦
に
就
き
て
之
を
一百
わ
ぱ
、

一
切
如
来
品
川
浄
附
卜
は
、
符
、
足

れ
無
漏
仏
心
よ
り
感
ず
る
所
、
仏
心
既
に
方
処
無
し
、
浄
土
、
何
ぞ
限
域
有
ら
ん
。
而
る
に
釈
迦
仏
、

彼
の
取
相
の
凡
夫
に
対
し
、
其
の
心
量
に
応
じ
、
以
ち
て
億
利
の
方
処
を
示
す
。
是
の
故
に
、

一

家
大
師
宣
下
六
紙
に
臼
わ
く
、

「但
し
、
凡
夫
の
乱
想
、
寄
託
す
る
に
由
し
無
き
が
為
の
故
に
、

加

釈
迦
諸
仏
、
慈
悲
を
捨
て
ず
、
直
ち
に
西
方
十
万
低
利
存
指
さ
し
む
と
云
云
」。
問
う
、
若
し
所

解
の
知
く
、
唯
、
能
説
の
み
な
ら
ば
、
其
れ
宣
に
牟
尼
の
仮
説
と
成
ら
ざ
ら
ん
や
。
答
う
、
然
ら

ず
。
何
と
な
ら
ば
則
ち
、

一
一
類
の
織
有
り
て
、
浄
土
、
実
に
十
万
4
過
ぐ
る
と
見
る
。
仏
、
斯
の

若
き
の

一
類
の
所
見
に
就
き
て
、
以
ち
て
其
の
鼠
を
定
む
。
何
ぞ
其
れ
徒
な
ら
ん
。
之
の
次
に
、

所
説
の
弥
陀
に
就
き
て
之
を
言
わ
ば
、

一吋

]SV一
過
る
所
の
十
万
憶
の
仏
土
は
、

唯
、
界
内
応
化

の
同
上
に
当
た
る
。
然
る
所
以
は
、

「安
楽
集
」
上
廿
七
紙
、

『華
厳
経
』
及
び

『正
法
念
経
』
に

依
り
て
裟
婆
と
極
楽
と
境
界
相
般
の
殺
を
判
ず
。
日
止
の
般
に
両

t
の
中
間
、
史
に
所
側
の
浄
七
無

し

計
り
知
り
ぬ

万
1.0 
車l
は

M: 
れ
界
内

在
の
上
な
る

と
を

彼
の
成
合
方[1
仏

五

並
都
中
の
加
し
。
一
一

の
市
上
に
百
億
の
国
布
り
。
百
億
の
数
、
千
に
至
れ
ば
、
即
ち
走
れ
十
万
億

土
な
り
。
此
の

一一

の
国
は
皆
、
是
れ
繊
土
な
り
。
而
る
に
今
、
之
を
過
ぐ
れ
ば
則
ち
極
楽
な
り
。

故
に
知
り
ぬ
、
合
那
は
即
ち
是
れ
弥
陀
に
し
て
、
華
蔵
界
乃
ち
亦
た
極
楽
な
り
。
天
親
の

『論
」

却

に
「
蓮
華
蔵
世
界
に
入
る
こ
と
を
得
」
と
云
う
是
な
り
。
井
ぴ
に
慕
承
に
従
い
て
略
し
て
一示
す

に
、
斯
の
若
し
。
更
に

一
説
布
り
、
強
い
て
所
附
に
あ
ら
ず
。
放
に
之
#
略
す
。
上
来
、
練
磨
の

別

一
義
、
向
く
以
ち
て
ぷ
に
記
す
。
川
不
は
学
者
の
窓
に
任
す
の
み
。

。
今

『経
』
に
過

十
万
億
と
説
く
と
難
も
、
然
れ
ど
も
余
文
に

一
念
即
到
と
言
う
。
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仏
力
不
測
、
何
ぞ
其
の
遠
き
を
憂
え
ん
。

『般
舟
経
」
七
紙
に
は
、
直
ち
に
党
号
を
存
し
て

捌

「
須
摩
提
」
と
云
う
。
「
此
に
は
安
楽
と
翻
じ
、
亦
た
安
養
と
云
う
。

-
極
楽
と
は
、

亦
た
清
泰
と
云
う
。
亦
た
妙
意
と
云
う
。
名
、
少
し
異
な
り
と

難
も
、
皆
、
極
楽
の
義
な
り
」
株
宏
読
芭

二
之
二
巻
四
紙
。
安
楽
と
は

『法

華
の
疏
』
に云わく、

「身
に
危
険
無
き
故
に
安
な
り
。
心
に
憂
悩
無
き
故
に
楽
な
り
」
。
安養

とは

『沖
業
記
』
に云わく、

「衆
生
を
安
楽
養
育
す
る
故
に
」
。
義
寂
の
云
わ
く
、
「
心
#
安
じ
、

身
#
養
う
故
に
」。

清
泰
と
は
又
た
、
寂
の
云
わ
く
、

「消
浄
安
泰
な
り
」。

己上、

『疏
妙
頭
』
に

之を
出
す
。
天台の

『義記
』
に日
わ
く
、
「
証
明
楽
は
苦
に
対
し
、
安
養
は
悶
に
従
・
3
。
巳上
。

-
其
土
有
仏
と
は
、
「
其
」
と
は
上
を
承
く
る
の
言
な
り
。
土
に

必
ず
其
の
主
有
り
。
故
に
化
主
を
標
す
な
り

「疏
盆
の
向
。
今
云
う
、

唯

一
の
法
王
に
し
て
俗
王
と
並
ば
ず
し
て
仏
在
す
と
言
う
意
な

り
。
『論』

の
意
、
亦
た
爾
な
り
。
「論」

至

上、廿
六
紙
、
主
功
徳
の
下

に、

「其
の
国
土
、
常
に
法
王
有
り
て
、
法
王
の
善
力
の
住
持
す

閣

制

る
所
」
と
云
う
。
即
ち
此
の
謂
な
り
。
『科
註
」
に
云
わ
く
、
今
、

依
報
の
中
に
急
か
に
其
の
主
を
出
す
こ
と
は
、
物
を
し
て
極
楽

の
本
を
知
ら
し
め
ん
が
為
な
り
。
意
を
先
と
し
て
応
に
知
る
べ

し

-
今
現
在
説
法
と
は
、

三
世
に
仏
有
り
。
過
未
に
非
ざ
る
と
と
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を
簡
ぶ
故
に
「
現
在
」
と
日
う
。
凡
そ
現
在
と
言
う
、
復
た
二

義
有
り
。
釈
迦
弥
陀
の
知
き
、
均
し
く
現
在
と
名
づ
く
。
而
れ

ど
も
小
し
き
不
同
あ
り
。
釈
迦
は
賢
劫
の
四
仏
狗
謀
、
狗
那
含
、
迦
葉
、

釈
迦
な
り
、
是
を
現
在
と
名
づ
く
。
而
れ
ど
も
双
林
に
滅
を
示
し
て
、

相
好
、
可
呂
田
一
親
し
み
難
し
。
徒
ら
に
嘉
名
を
仰
ぎ
、
僅
に
像
教

を
存
す
。
弥
陀
は
則
ち
今
日
今
時
、
正
し
く
彼
の
固
に
於
い
て

現
在
説
法
し
た
ま
う
。
是
れ
釈
迦
は
現
在
の
過
去
、
弥
陀
は
現

器妻
説 νJ

襲 現
話 在
14 な
所 り
君主

5i 
め~
中 -
m に

両甲

B 2 
1罪
首
と十
為 方

土m 襲
己 に
上 住

此た
の ま
『 え
経 る
ー 不

娩
の
流
支
の
訳
、

全
十
二
巻
。
又た、

「源氏
」「
初
音
」
の
中
に
も
西
方
極
楽
を
「
イ
ケ
ル
ホ
ト

ケ
ノ
御
品
目
ト
云
エ
リ
。
宝
仏
奇
特
集
附
室
田
に
之
を
引
旬
。
又
た
、
釈
迦
未

だ
出
世
せ
ざ
る
前
き
、
弥
陀
亦
た
現
在
説
法
し
た
ま
う
。
釈
迦

既
に
滅
度
の
後
ち
、
弥
陀
亦
た
現
在
説
法
し
た
ま
う
。
乃
至
今
日

猶
お
現
在
と
云
う
が
ご
と
し
。
文
た
、
釈
迦
説
法
、
四
十
九
年

出

に
止
ま
る
を
以
ち
て
、
迦
葉
よ
り
上
っ
か
た
弥
勅
よ
り
下
、
縦

い
年
数
多
き
も
、
亦
た
限
量
有
り
。
未
だ
弥
陀
の
説
法
、
至
り

て
久
遠
と
為
す
に
は
若
か
ず
。
諸
仏
及
ぶ
こ
と
莫
し
。
是
の
故
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に
唯
、
今
日
の
み
猶
お
現
在
と
名
刺
つ
く
る
に
あ
ら
ず
。
後
後
無

尽
、
皆
、
名
づ
け
て
現
在
説
法
と
為
す
べ
し

百
世

二
之一

一巻
八
向
。

「
説
法
」
と
は
、
仏
、
必
ず
度
生
す
。
度
生
の
軌
を
名
づ
け
て
説

法
と
日
う
。
『
大
方
等
大
雲
経
』
に
云
わ
く
、
「
爾
の
時
、
世
尊
、

照
恰
微
笑
し
て
其
の
面
門
従
り
無
量
の
光
を
出
し
た
ま
う
。
大

雲
密
蔵
菩
薩
、
故
を
問
う
。
仏
の
言
わ
く
、
西
方
世
界
に
固
有
り
、

安
楽
と
名
づ
く
。
仏
を
無
量
寿
と
号
す
。
現
在
説
法
し
た
ま
う
。

一
菩
薩
に
告
げ
て
言
わ
く
、
裟
婆
世
界
釈
迦
牟
尼
仏
、
今
、

「大

雲
経
』
を
説
き
た
ま
う
。
汝
、
往
き
て
聴
く
べ
し
己
上
、
経
文
「
人
主

経
』
多
偽
経
と
い
う
は
、

則
ち
非
な
り
。『
疏
紗
頭
』
、
『
仰
史
略
」を
引く
。
往
き
て
見
よ
。
此

の
室
、
七
巻
八
巻
卜
巻
の
本
、
主
血
。
今
の
彼
の
菩
薩
、
将
に
来
り
て

此
に
至
る
と
き
は
則
ち
正
し
く
釈
迦
説
法
の
時
に
当
た
る
。
弥

陀
も
亦
た
彼
に
在
ま
し
て
説
法
し
た
ま
う
。
故
に
知
り
ぬ
、
過

mω 

に
非
ず
、
未
に
非
ず
、
現
在
説
法
し
た
ま
う

冨
堂
上
に
岡
山
。「
大

経
」
に
日
わ
く
、
「
無
量
寿
仏
、
諸
の
声
聞
菩
薩
の
為
に
法
を
班

宣
し
た
ま
う
時
、
都
て
悉
く
七
宝
の
講
堂
に
集
会
し
、
広
く
道

教
を
宣
べ
、
可
N
C
σ

一
妙
法
を
演
暢
し
て
、
歓
喜
し
心
解
し
得
道
せ

ず
と
い
う
こ
と
莫
し

]
。
『
一弘直
に
口
業
功
徳
を
説
き
て
臼
わ
く
、

間

「
知
来
微
妙
の
声
、
党
響
、
十
方
に
聞
こ
う
」
と
。
今
云
う
、
宗

家
「
彼
仏
今
現
在
世
成
仇
」
の
御
釈
、
弥
い
よ
之
を
仰
ぐ
べ
し
。

定
ん
で
知
る
、
初
地
己
上
の
菩
薩
の
為
の
み

一
乗
の
法
を
説
き

た
ま
う
な
ら
ん
。

-
彼
土
何
故
名
為
極
楽
と
は
、
徴
問
な
り
。
『
略
記
』
五
紙
に
云
わ

問く
な

q詔

其極
国楽
家の

Z宅
己説
下く
は 。

お昔
皇自
な去
1~ 232 肴
。 り

是
れ
即
ち

-
無
有
衆
苦
と
は
、

三
苦
四
苦
八
苦
等
の
衆
苦
有
る
こ
と
無
し
。

苦
事
、

一
に
非
ざ
る
を
以
ち
て
の
故
に
衆
苦
と
日
う
な
り
。
今、

苦
を
挙
げ
て
衆
苦
と
云
う
、
此
れ

E
く
三
受
門
昔
、
楽
、
姶
の
三
受
な
り

に
約
し
て
唯
、
苦
と
云
う
な
り
。
若
し
五
受
門
張
、
謀
、
円
、
楽
、
捨
の

五
受
な
り

に
約
せ
ば
、
此
の
中
に
憂
を
摂
す
。
苦
は
重
く
、
憂
は
軽
し
。

-
但
受
諸
楽
と
は
、
諸
楽
無
量
な
り
。
説
き
尽
す
こ
と
能
わ
ず
。

『群
疑
論
」
第
五
巻
十
九
紙
に
は
三
十
種
の
益
を
明
し
、

「安
国
紗
』『万

四

普
同
帰
主
上
四
十
州
に
は
二
十
四
楽
を
標
し
、

「要
集
』
に
は
略
し
て

十
楽
を
挙
ぐ
。
此
れ
亦
た
三
受
門
に
約
し
て
唯
、
楽
と
云
う
な
り
。

若
し
五
受
門
に
約
せ
ば
、
此
の
中
に
喜
を
摂
す
。
喜
は
則
ち
楽

の
少
し
軽
き
モ
ノ
ニ
シ
テ
有
分
別
な
り
。
楽
は
則
ち
重
き
モ
ノ
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ニ
シ
テ
無
分
別
な
り
。
喰
え
ば
明
日
は
東
山
へ
往
く
と
言
う
が

知
し
。
今
日
ヨ
リ
少
し
悦
ブ
ハ
有
分
別
ニ
シ
テ
是
れ
喜
受
ナ
リ
。

明
日
、
己
に
東
山
に
往
き
て
遊
興
ス
ル
ハ
無
分
別
ニ
シ
テ
是
れ

楽
受
ナ
リ
。
拐
、
捨
受
は
極
楽
に
於
い
て
有
無
の
両
説
ア
レ
ド

モ
売
主
伺
り
と
見
る
が
宜
し

震
詮
六
巻
十
h
E
E
十
一審
理

一向
。

又
舎
利
弗
等
と
は
、
己
下
は
別
し
て
委
し
く
依
報
を
説
く
。

-
七
重
欄
楯
と
は
、
欄
は
櫨
な
り
。
一寸
M
E一
遮
な
り
。
楯
は
欄
な
り
。

櫨
な
り
。
縦
を
欄
と
日
う
。
横
を
楯
と
日
う
。
殿
上
臨
辺
の
飾

な
り
『玄
応
卓義
』
第
一巻
四
向
。
亦
た
、
人
の
墜
堕
を
防
ぐ
所
以
な
り
。

今
、
云
わ
く
樹
の
為
に
荘
厳
す
る
所
の
縦
横
の
描
な
り
。『
記
』中

の
二
十
四
紙
に
、
云
わ
く
、
「
問
う
。
言
う
所
の
七
重
は
横
と
や
せ

ん
。
竪
と
や
せ
ん
。
答
う
。
欄
楯
等
の
二
つ
は
倶
に
是
れ
竪
な
り
。

謂
わ
く

一
樹
の
上
に
於
い
て
七
処
に
欄
楯
羅
網
を
置
く
。
故
に

七
重
と
云
う
。
状
ち
仏
塔
の
知
き
か

巳お
」。
当
麻
の
変
相
に
斯

く
の
如
き
の
樹
、
有
り
。
是
れ
上
従
り
下
に
至
る
。
七
通
り
に

摘
を
為
る
。
七
遁
わ
り
に
は
非
ざ
る
な
り
。
此
れ
は
、
欄
楯
と

羅
網
と
は
能
荘
厳
な
る
が
故
に
、
七
重
の
欄
楯
、
七
重
の
羅
網

間

ア
ル
ト
点
ス
ベ
シ
。
或
い
は
横
な
る
べ
し

『楢
定
記
』「定」

三
巻士

一

向
。『
観
経
』
に
、
「
妙
真
珠
網
弥
覆
樹
ム
」
と
説
き
、

『疏
』
に
「
珠

網
空
に
臨
み
て
樹
を
覆
う
」
と
言
う
。『
讃
」
に
「
地
上
虚
空
皆

偏
満
、
珠
羅
宝
網
百
千
重
」
と
日
う
。
故
に
知
り
ぬ
、
羅
網
は
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空
裏
に
重
累
し
欄
楯
は
樹
下
に
重
囲
す
。
問
う
。
浄
土
の
宝
樹
、

必
ず
楯
網
有
り
や
。
答
う
。
必
ず
然
ら
ず
。
荘
厳
無
量
、

準

す
べ
か
ら
ず
。
彼
の
青
海
憂
茶
の
宝
樹
、
楯
網
無
き
が
如
し
己
上
、

支
同
讃
』

-
七
重
行
樹
と
は
、
根
・
茎

・
枝
・
条
・
葉

・
花
・
果
、
此
れ

を
七
重
と
云
う
。
彼
の
国
の
林
樹
、
多
し
と
離
も
行
行
、
整
直

ち
に
し
て
雑
乱
無
し
。
故
に
行
樹
と
名
づ
く
己
上

。
是
れ
は
則

ち
林
樹
、
次
第
、
行
を
成
す
こ
と
錯
乱
無
し
。
機
土
の
行
樹
の

雑
乱
、
有
る
が
知
き
に
は
非
ざ
る
な
り
。
「
宝
樹
観
」
に
云
わ
く
、

「
一一

の
樹
の
高
さ
八
千
由
旬
」
と
。
唐
訳
に
云
わ
く
、
「
処
処

七
重
の
行
列
の
宝
羅
樹
有
り
」
と
。

-
皆
是
四
宝
と
は
、
慈
恩
の
云
わ
く
、
「
皆
は
猶
お
戚
の
ご
と
し
。

戚
は
、
是
れ
四
宝
な
り
『一通
芭

中
五
島
。

四
宝
と
は
、
金
、
銀
、
瑠
璃
、

破
璃
な
り
。
毎
樹
皆
是
四
宝
所
成
、
下
の
階
道
の
四
宝
の
如
し
。
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今
、
可
N
H
r
一四
宝
と
説
く
。
是
れ
略
な
り
。
其
れ
実
に
は
七
宝
無

量
、
不
可
説
宝
な
り
。
具
さ
に
は
、

『大
経
」
所
説
の
如
し
。

-
周
匝
囲
穣
と
は
、
周
匝
と
は
編
満
な
り
。『
大
本
』
に
云
わ
く
、

瑚

担

「
七
宝
諸
樹
、
世
界
に
周
満
す
」
と
。
囲
績
と
は
、
宮
殿
、
空
池

等
を
週
護
す
。
其
の
皆
、
七
と
言
う
は
、
七
覚
支
・
七
聖
財
(信
・

戒
・
聞
・
恥
恵
-
備
悦
な
り
等
を
表
す
。
己
上
、
『
疏
位

二
の
二
十七

八
紙
柄
。

『礼
讃
』
に
云
わ
く
、
「
七
覚
華
池
随
意
ん
」
と
。

有
七
宝
池
と
は
、
池
岸
、
七
宝
の
所
成
な
り
。
惣
じ
て
彼
土
に

純
池
・
雑
池
有
り
。
底
沙
も
亦
た
爾
な
り
。
今
は
雑
池
を
挙
ぐ
。『
大

経
』
上
巻
五
十
紙
に
日
わ
く
、
「
黄
金
池
に
は
池
岸
に
約
す
な
り
底

は白
銀

二 の
宝沙

あ
三 り

支4
至銀
七の
宝池
をに
もは
ち底
てに
転黄
た金
士l: V) 

ff 沙
三入 d】

長り
せ 42
fZ出或

と-
八
功
徳
水
と
は
、
宮
永
の
云
わ
く
、

「
一
に
は
清
浄
潤
沢
云
品
。

『称
讃
経
」
に
云
わ
く
、
「

一
に
は
澄
浄

一五句」。

但
し

『経
』
と

宗
家
の
釈
と
少
し
異
な
る
な
り
。
問
う
。
七
内
海
、
阿
縛
達
池

及
び
北
列

一
切
の
河
水
等
も
皆
八
徳
水
を
具
す
。
若
し
爾
ら
ば

彼
の
土
の
徳
水
、
奇
と
為
す
に
足
ら
ず
。
答
う
。
此
の
土
の
徳

水
は
、
有
漏
の
非
常
な
り
。
文
た
勝
善
根
無
し
。
彼
の
土
の
徳

水
は
、
無
漏
常
住
に
し
て
無
量
の
患
い
を
除
く
。
勝
善
根
有
り
。

『大
経
』
に
は
、
「
開
神
悦
体
蕩
除
心
垢
己
L

叩
」
と
。
優
劣
天
淵
、

同
日
の
談
に
非
ず
。

-
地
底
純
以
金
沙
布
地
と
は
、

『観
経
』
に
「
雑
色
の
金
剛
を
以

抑

制

ち
て
底
沙
と
為
す
」
と
説
け
り
。
今
の
文
と
同
じ
。『
大
経
」
に
は
、

加

「
底
砂
ま
た

一
に
非
ず
」。

今

『経
』
は、

E
く

一
池
の
純
沙
に

約
す
る
の
み
。

-
四
辺
階
道
と
は
、

『広
韻
』
に
「
階
は
級
な
り
」
。
宝
篇
』

に

「階
は
堂
に
登
る
の
道
な
り
」。『
釈
名
」
に
は
、
「
階
は
悌
な
り
」
。

悌
の
等
差
有
る
が
如
し
。
今
は
池
に
下
る
の
階
道
な
り
。

-
上
有
楼
閣
と
は
、

『略
記
』
九
紙

に
云
わ
く
、
「
池
は
下
く
地
は

拙

高
し
。
地
に
楼
可
M
M
白
一
閣
有
り
。
故
に
上
と
云
う
な
り
」。
『
讃
』

加

に
「
岸
上
の
重
楼
百
万
行
」
と
云
う
。
今
、
云
わ
く
、
岸
の
上

を
指
し
て
上
と
云
う
な
り
。
楼
閣
と
は
、
屋
を
重
ぬ
る
を
楼
と

日
う
。
山
今
楼
を
閣
と
日
う

歪
子の
註

に日わく、「写
機は稜
の
高
く
鋭
に
し
て
、

加

町

四

》

山
に
似
た
る
者
の
至
り
て
高
し
」。『
疏妙
』二
の
二
巻
二
十四紙、

一政
に
と
を
引
く〈
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-
大
却
車
輪
と
は
、
此
の
文
に
就
き
て
多
義
有
り
。

向
。

『記
』
中
二
十
六

一
義
に
云
わ
く
、
若
し

『平
等
覚
経
」
及
び

「超
世
経
」
に

依
ら
ぱ
則
ち
其
の
形
、
円
か
な
る
を
説
き
て
大
と
云
う
。
此
の

時
は
、
大
の
字
を
形
と
見
る
。即
ち
、
形
の
丸
さ
の
事
な
り
。「
覚
経
」

に
云
わ
く
、
「
形
、
車
輪
の
如
し
」

支
議
所
訳
の

『党経
』
には、

此
の
文
を
見

ず
。
妓
ず
る
に
、
自
延
所
訳
の
経
か
ロ
未だ経
本
、
得
ず
。
更
に
考
つ
べ
し

。
『超
世
経
」

踊

に
「
円
如
車
輪
」
と
云
う
。
是
れ
円
輪
の
形
に
喰
う
。
然
る
に

大
を
以
ち
て
円
と
名
づ
く
こ
と
は
、
蜘
朕
座
の
円
満
の
相
を
字

書
の
中
に
大
座
と
云
う
が
如
し

召
さ

二
の
一堂
一紙
、
「定記
』一

巻
九

紙
、
併
せ
見
匂

『要
覧
ナ
中
五的
、
蜘
朕
座
を
釈
す
る
に
、

『毘
婆
沙

論
』
を
引
き
て
云
わ
く
、

「是
の
相
、
円
満
安
座
の
義
な
り

己上」

と
。
又
た
、

『大
阿
弥
陀
経
』
上

六
紙
に
、
第
四
の
願
に
云
わ

く
、
「
我
が
名
字
を
し
て
皆
、
八
方
上
下
無
央
数
の
仏
国
に
聞
か

し
め
、
皆
、
諸
仏
を
し
て
各
お
の
、
比
丘
憎
の
大
座
の
中
に
於

い
て
我
が
功
徳
国
土
の
善
を
説
か
し
め
ん
己
知
」。
或る

AFの
師
、云

わ
く、「
五
種
四
大
の
大
字
に
形
の
訓
を
用
い
る
こ
と
、

例
せば、

「阿
弥
陀
経
』
の大
如
車
輪
の

大
の
字
に
形
の
訓
を
用
う
る
こ
と
、
例
せ
ば

『阿
弥
陀
経
』
の
「大
如
車
輪
」の
大の
字
に形の

明

μ

明

μ

訓を
用
う
る
が
如し
」。

(己上
)。
然
れ
ば
、
大
の
字
、
形
に
訓
ず
る
こ
と
、
古
来
よ
り
之
有り

m

m

m

》

と
見
え
た
り
。『
科
註
』二
十
六紙頭、

『法
事
讃
記
私
紗
」
中
二
十
四
紙

E

一
義
に
云
わ
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く
、
其
の
分
量
を
説
き
て
、
大
と
云
う
。
此
の
時
は
、
大
の
字

を
大
小
の
大
と
見
る
。
即
ち
大
き
さ
の
事
な
り
。
『称
讃
経
』
に

捌

は
云
わ
く
、
「
量
知
車
輪
」
と
云
う
。
是
れ
分
量
に
喰
う
。
量
と

は
、
周
囲
な
り
。
量
円
浄
の
如
し
十
八
円
浄
の
中
の
第
三
なり
。『
定
起

一巻

剖

世

間

三
時

E
三
十
七巻
初
旬

然
ら
ば
、
則
ち
今

「経
」
は
小
蓮
華
を
説
く
。

副

部

『観
経
」
に
は
、

「団
円
正
等
十
二
由
旬
」
と
説
く
。
即
ち
、
大

蓮
華
な
り
。
肇
公
の

『疏
』
に
云
わ
く
、

「大
き
さ
、
車
輪
の
如

し
。
輪
と
は
、
次
に
分
量
を
釈
す
。
此
の

『経
』
は
、
小
な
る

者
に
拠
る
。
説
き
て
「
如
車
輪
」
と
謂
う
。
『観
経
』
と

『清
浄

覚
経

は
、
可
N
N
Z
大
な
る
者
に
約
し
て
、
或
い
は
二
十
里
乃
至

出

六
百
里
、
念
の
大
小
に
随
い
て
遂
に
定
ま
る
こ
と
無
し
己
上
」
。

間

慈
恩
、
こ
れ
同
じ
。
元
照
の

『疏
」
廿
紙
に
云
わ
く
、
「
大
如
車

輪
は
是
れ
輪
王
の
金
車
に
喰
う
。
「十
住
毘
婆
沙
』
に
云
わ
く
、
〈転

ず輪
る 聖
に 王
+の

全員
出の

局会
長官
ぼ周
ず円
此

記 十
字 五
号 里

自5
高 と

雪之
l三288 ，こ
冒 准

遊記
」二
巻
二
紙
に
云
わ
く
、

「
一一蹴
勝
加
は
凶十
望
。
印
度
の
国
俗
は
乃
ち
三
十
里
、
型
教
に

献する所、
唯
土

品

己
上
。
「
観
経
』
は
、
大
蓮
華
を
説
く
。
此
の
『経
』



研究ノート

は
、
小
蓮
華
を
説
く
取
意
」
。一

義
に
云
わ
く
、
孤
山
の

『甚
十
七

紙
、
云
わ
く
、
「
通
じ
て
形
と
量
と
を
示
す
。
車
輪
の
如
き
の
故
に

己
上
」
。
斯
の
釈
、
通
じ
て
形
相
と
分
量
と
に
誓
う
な
り
。
言
う

所
の
形
量
と
は
、
形
は
形
大
今
冨
」
の
「
大
如
要
輔
」
。
量
は
分
量
百

訳
」
の
「
量
如
車
輪
」

。
是
の
故
に
形
と
量
と
言
、
異
な
る
に
意
、
同

じ
。
倶
に
是
れ
円
形
、
乃
ち

『観
経
」

の
「
団
円
正
等
」
に
同
す
。

車
輪
、
少
な
し
と
離
も
円
満
正
等
な
る
を
以
ち
て
彼
の
華
に
喰

ぅ
。
此
の

「経
』
の
車
輪
は
但
、
円
形
を
説
く
。
由
旬
を
説
か
ず
。

而
も

『観
経
』
の
団
円
正
等
に
同
す
。
亦
た

「観
経
』
の
十

一
辺
を
説
く
。
定
量
に
は
非
ざ
る
な
り
。『
如
来
蔵

m

m

 

経
」
に
『疏盆

二
の
二
巻
一下
七紙、

之
を
引
く
、
云
わ
く
、
「
千
葉
の
蓮
花

出

有
り
。
大
き
さ
車
輪
の
知
し
云
云
」
。
凡
そ
蓮
華
を
別
か
つ
に

由
旬
は
但
、

三
種
有
り
。
十
葉
、
百
葉
、
千
葉
な
り
。
今
、
既
に
千
葉
と
云

ぅ
。
華
の
大
き
さ
も
亦
た
、
然
な
ら
ん
。
故
に
知
り
ぬ
。
車
輪
、

思
議
す
べ
か
ら
ず
。
何
ぞ
分
量
を
説
き
て
、
如
車
輪
と
云
わ
ん
。

知
り
ぬ
、
是
れ
円
輪
の
形
を
説
く
こ
と
を
。
況
や

『無
量
寿
会
」

下
の
四
紙
に
云
わ
く
、
「
彼
の
蓮
花
の
量
は
、
或
い
は
半
由
旬
、
或

目

い
は

一
、
二
、三
、
四
百
、
千
由
旬
の
者
あ
り
己
お」。

然
れ
ば
則
ち

彼
の
土
の
蓮
花
、
大
小
品
類
、
実
に
量
る
べ
か
ら
ず
。
今
、
按

ず
る
に
、
上
来
の
三
義
、
各
お
の
、
其
の
理
有
り
。
然
り
と
難

聞

も
円
輪
の
形
を
見
る
。
此
の
義
、
可
な
り
。
蜘
朕
円
満
の
相
を

聞

大
座
と
言
う
を
以
ち
て
、
今
の
大
の
字
に
合
す
。
此
の
義
、
可

Nr一
醐

尤
と
も
充
当
せ
り
。
若
し
此
の
時
は
大
の
字
を
マ
ド
カ
ニ
ト
訓

間

ズ
ベ
シ
。
但
し
通
じ
て
形
と
量
と
に
喰
う
る
説
、
此
の
義
、
同
師
「二

MMm
"
州

知
却

聾務
』
十
七
巻
十
一的
、
潤
色
な
り
。
所
詮
、
今

『経
」
の
「
大
如
車

輪
」
を
分
量
と
見
る
は
、
且
く
此
方
の
人
情
に
約
す
。
夫
れ
彼

土
の
荘
厳
池
に
大
小
有
れ
ば
、
蓮
華
も
亦
た
、
然
な
り
。
両

「経
』、

一
辺
を
説
く
。
非
数
量
に
於
い
て
、

制

且
く
数
量
を
説
く
。
実
を
以
ち
て
言
う
。
則
ち
、
大
小
相
い
臨

宜
し
き
に
随
い
て
各
お
の
、

み
て
一
準
す
べ
か
ら
ず
。

-
青
色
青
光
等
と
は
、
且
く
四
色
を
挙
げ
て
諸
余
の
色
を
顕
す
。

実
に
は
衆
色
有
り
。
故
に
唐
訳
に
は
、
種
種
雑
色
の
蓮
華
を
標

剛

し
て
、
次
に
四
色
を
挙
ぐ
。
『
大
本
』
に
は
、
無
量
種
色
を
標
し
て
、

間

且
く
青
・
白
・
玄
・
黄
・
朱
・
紫
の
六
色
を
示
す
。「
観
経
」
に

揃

亦
た
、
「
七
宝
蓮
華
」
と
説
く
但
し
蓮
華
に
は
一
義
有
り
。
「間
色
は
走
れ
実

閉山

3

に
し
て
、
仮
無
き
者
を
表
す
」
と
c
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-
微
妙
香
潔
と
は
、
微
妙
は
深
細
に
し
て
常
に
殊
な
り
。
香
は

香
気
。
潔
は
、
体
、
塵
垢
無
き
が
故
に

『喜

』。

-
成
就
知
是
功
徳
荘
厳
と
は
、
上
の
如
し
。
欄
楯
行
樹
池
閣
蓮
華
、

種
種
の
荘
厳
、
皆
是
れ
阿
弥
陀
仏
、
因
中
に
発
し
た
ま
う
所
の

大
願
及
び
願
の
後
に
修
す
る
所
、
大
行
無
量
功
徳
の
成
就
す
る

所
な
り
百
世

二
の
二
巻
三
十
一向
。
『
大
経
』
に
日
わ
く
、
「
無
央
数

劫
に
功
、
積
み
徳
、
累
ぬ
」
。
成
就
と
は
、
得
な
り
。
『
倶
舎
論
」

第
四
巻
十
四
紙
に
、
日
わ
く
、
「
得
し
己
り
て
失
せ
ざ
る
を
成
就
」
と

云
え
り
。
株
宏
の
云
わ
く
、
「
行
満
し
て
願
遂
ぐ
る
を
名
づ
け
て

成
就
と
す
『彦』

」。拐
、
此
の
文
に
就
き
て
慈
覚
大
師
、
入
唐
の
時
、

五
台
山
の
北
台
普
通
院
に
至
り
生
身
の
文
殊
大
聖
に
値
い
給
い
、

極
楽
の
八
功
徳
池
の
浪
の
音
に
唱
え
ケ
ル
曲
調
ヲ
得
て

『引
声

の
阿
弥
陀
経
」
、
同
じ
く
念
仏
を
授
か
リ
給
い
ケ
ル
ニ
、
帰
朝
の

時
、
彼
の
引
声
の

一
曲
ヲ
失
念
ア
リ
ケ
ル
ニ
、
可
自
Z
船
中
に

於
い
て
焼
香
礼
拝
シ
祈
請
シ
給
ウ
ニ
、
虚
空
に
小
身
の
阿
弥
陀

仏
此
れ

茸
如
堂
門
縁
起
の
器
削
伝
に
は
一-一尊と
云
%
。
香
煙
に
住
立
マ
シ
マ
シ

テ
「
成
就
知
是
也
、
功
徳
荘
厳
」
と
唱
へ
給
ウ
此
の
曲
節
ヲ
得

テ
、
音
律
調
い
テ
事
ナ
ク
伝
来
シ
給
イ
ケ
ル
ト
ゾ
。
是
れ
阿
弥

陀
仏
、
示
現
シ
給
い
テ
。
也
の
字
を
加
ヘ
テ
曲
調
を
助
け
シ
ム
。
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或
い
は

「記
」
に
、
「
慈
覚
大
師
、
引
声
の
念
仏
ハ
笛
を
以
ち
て

之
を
渡
さ
る
。
今
ノ
曲
、
其
の
音
な
り
。
寛
平
六
年
八
月
十

一
日、

常
行
堂
に
し
て
始
め
て
引
声
念
仏
を
修
す
。
彼
の
引
声
念
仏
は
、

大
唐
清
涼
山
に
於
い
て
法
道
和
尚
に
謁
し
て
得
給
う
所
の
極
楽

の
法
音
な
り
」
と
。
大
師
、
不
堪
ナ
リ
シ
程
ニ
笛
ニ
合
セ
テ
伝

セ
イ
シ
ュ
ジ

ヨ
シ
コ
ウ
ト
ク
ソ
ウ
ゲ
ン

え
給
エ
リ
。
サ
ル
程
ニ
成
就
如
是
功
徳
荘
厳
の
所
ニ
至
り
テ
所

伝
ヲ
亡
失
シ
テ
、
曲
節
、
笛
ニ
ノ
ラ
ザ
リ
ケ
レ
パ
、

三
尊
示
現

シ
テ
也
の
字
ヲ
加
工
テ
曲
調
ヲ
助
ケ
シ
ム
ト

安
立
第
喜
八
紙
号
買

思
議
記
」
併
せ
見
ね
。

常
作
天
楽
等
は
、
『
略
記
」
十
紙
に
云
わ
く
、
「
此
に
六
有
り
。

に
は
天
楽
、

六は
に金

易地
な コ

り正
早は
」316 雨
。 華

天
楽
と
は

天
は
褒

四
に
は
供
仏
、
五

に
は
飲
食
経
行
、

美
の
語
な
り
。
彼
の
土
の
楽
器
、
不
鼓
自
鳴
等
の
徳
有
る
が
故
に
。

具
さ
に
は

『寿
』
『
観
』
両
経
に
説
く
が
知
し
。
常
恒
に
し
て
間

断
有
る
こ
と
無
し
。
故
に
常
作
と
云
う
。
『
唐
誌
に
は
日
わ
く
、

「
常
に
無
量
無
辺
衆
妙
の
伎
楽
有
り
。
音
曲
和
雅
に
し
て
甚
だ
愛



研究ノ ート

楽
す
べ
し
。
諸
の
有
情
の
類
、
斯
の
妙
音
を
聞
き
て
、
諸
悪
煩
悩
、

悉
く
皆
、
消
滅
し
、
無
量
の
善
法
、
漸
次
に
増
長
し
て
、
遂
に

無
上
正
等
可

Nt一菩
提
を
証
す
」
。
「観
経
」『
大
経
」
妓
楽
の
荘
厳
、

之
に
準
じ
て
応
に
知
る
べ
し
。

-
黄
金
為
地
と
は
、問
う
、

『大
経
』
に
は
七
宝
地
と
説
き
、

「観
経
」

に
は
瑠
璃
地
と
一
吉
う
。
其
の
説
、
何
ぞ
異
る
や
。
答
う
、
衆
宝

荘
厳
、
各
お
の

一
辺
を
挙
ぐ
。
是
れ
且
く
純
地
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
、

『大
経
』
に
衆
色
と
説
き
、

「観
経
』
に
は
映
徹
を
挙
ぐ
。
今
『
経
」

は
宝
の
最
上
を
顕
す
。
故
に
相
違
に
非
ず
。
宗
家

主

義
」
十紙

の

五
わ
く
、
「
或
い
は
瑠
璃
を
以
ち
て
地
と
し
、
白
玉
を
道
と
作
し
、

或
い
は
紫
金
白
銀
を
以
ち
て
地
と
し
、
百
宝
を
道
と
す
。
或
い

は
千
万
宝
を
以
ち
て
地
と
し
、

二
三
宝
を
道
と
す
。
是
の
如
く
、

展
転
問
雑
し
、
転
た
共
に
合
成
す
」
。

-
昼
夜
六
時
と
は
、

昼
夜
に
各
お
の
六
時
有
り
。
共
に
十
二
時

な
り
。
是
れ
且
く
此
土
の
人
情
に
約
し
て
説
く
。
糠
土
の
粧
を

仮
り
て
浄
土
の
粧
を
顕
す
。
彼
の
国
は
光
明
、
常
に
照
ら
す
。

既
に
日
月
無
き
と
き
は
、

則
ち
昼
夜
無
し
。
此
の
方
の
機
に
順

じ
て
且
く
六
時
と
言
う
。
「
悲
華
経
』
第

一
六紙、

蓮
花
尊
仏
の

世
界
を
説
き
て
日
わ
く
、
「
彼
の
仏
の
世
界
に
常
に
光
明
有
り
。

華
、
合
し
、
鳥
、
棲
む
を
以
ち
て
、
如
来
菩
薩
、
諸
の
禅
定
に

入
り
た
ま
う
。
爾
の
時
に
便
ち
是
れ
夜
分
と
知
る
。
若
し
風
、

諸
花
を
吹
き
て
地
に
散
じ
、
諸
鳥
の
相
い
和
す
る
こ
と
有
れ
ば

仏
及
び
菩
薩
、
禅
定
従
り
起
つ
。
是
の
故
に
、
即
ち
是
れ
畳
分

を
知
る
こ
と
を
得
」
。
又
た
、

「大
集
経
」
第
四

士
一一紙
に
浄
光
明

の
仏
の
浄
土
を
説
き
て
日
わ
く
、
「
土
に
日
月
無
し
。
唯
、
仏
光

有
り
。
青
蓮
華
開
く
と
き
は
則
ち
是
れ
夜
と
知
り
、
赤
蓮
花
敷

叩

く
と
き
は
則
ち
是
れ
昼
と
知
る
」
と
。
此
れ
等
の
説
に
準
ず
る
に
、

極
楽
も
亦
た
然
な
ら
ん

「悲花
症

の文は、

『直
解
」
上
に
も
品川
一紙
之
を
引
加

但
し
極
楽
の
日
月
有
無
は
、
諸
経
諸
訳
、
不
同
な
り
。『
平等
」『
大
阿
弥
』
の
両
経
に
は
、
日
月
、

空に
処す
と云う
。『
宝
積
』『
荘厳
』
の
両
経
に
は
直
ち
に
有
る
と
と
無
し
と
言
う
。『
柑回柚腕の本
」

に
は
有
無
を
言
わず
。
今
、
翻
わ
く
、
当に
無
き
者
を
以
ち
て
正
と
為
す
べ
し
。
何
とな
れ
ば初

利
より
上
、
日
月
を
仮
り
て
明
と
為
さ
ず
、
況
ん
や
極
楽
を
や
。『
党経
」『
大
阿
弥
」
の
両
本に

は
日
月
の
上
に
一寸
Nhp
一無
有の
二
字
を
欠く
。
亦
た
未
だ
知
る
べ
か
ら
ず
。
達
者
、
之
を
容
に

m

m
 

せよ
。「
疏紗
」三
之
一巻
三
紙、

『直
解
」
上
川
紙、

併
せ
見
よ
。

-
而
雨
量
陀
羅
花
と
は
、
是
れ
且
く

一
花
を
挙
ぐ
。
実
に
は
則

ち
衆
花
を
雨
ら
す
。
故
に
下
の
文
に
「
盛
衆
妙
華
」
と
云
う
。
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有
る
本
に
は
「
雨
天
憂
陀
羅
華
」
と
云
う
。
『
記
』
中
廿
七
紙
に
云

わ
く
、
「
清
涼
山
の
引
声
の
本
に
は

〈而
雨
〉
と
云
う
。
慈
覚
大
師
、

伝
う
る
所
な
り
。
故
に
「
而
雨
」
の
本
を
以
ち
て
正
と
す
べ
き

な
り
取
意
。
此の

室
、
奨
文
、
総
じ
て
四処有り
。
具さに
は
宣

Z
H。
「而」

斑

目

と
は
慈
恩
の
云
わ
く
、
「
助
句
な
り
」

置
芭
に
語
一
詞と
云
う
な
町
。
「
雨」

は
戒
度
の
云
わ
く
、
「
雨
の
字
。
去
に
呼
べ
。『
字
書
」
に
云
わ

く
、
上
自
り
し
て
下
る
を
雨
と
日
う
」
冒
持
崖
必

慈
恩
の
云
わ
く
、

「
雨
は
空
従
り
瓢
落
す
。
之
を
雨
と
調
う
な
り

『通貨
』。

「
目
安
陀
羅

花
」
と
は
、
慈
恩
の
云
わ
く
、
「
此
に
は
適
意
花
と
云
う
。
光
潔

湖

異
香
、
聞
く
者
見
る
者
、
身
心
適
悦
し
、
道
情
を
長
ず
る
故
に
」
。

「
又
た
は
赤
円
華
と
云
う

E
E
」
。
肇
公
の
云
わ
く
、
「
此
に
は

却

赤
花
と
云
い
、
如
意
花
と
云
う
」
。
妹宏云わく、

「撃に
二
縄有り
。一

には

天輩、

二
に
は
樹
苑
今
は
是
れ
天
花
な
り
」
『
疏
紗
』
。
『
法
花
文
句
』
三
に
云
わ

く
、
「
斯
に
は
小
白
花
と
云
う
。
摩
詞
曇
陀
羅
花
、
此
に
は
大
白

華
と
云
う
。
曇
珠
沙
華
、
此
に
は
小
赤
華
と
云
う
。
摩
詞
憂
珠

沙
華
、
此
に
は
大
赤
華
と
云
う
」
。
元
照
の
云
わ
く
、
「
憂
陀
羅
、

此
に
は
適
意
と
翻
ず
。
其
の
美
を
言
う
。
文
た
、
白
華
と
翻
ず
。

部

其
の
色
を
取
る
な
り
」
。
書
川
の

『新
疏
」
に
云
わ
く
、
「
『智
論
」

出

を
引
い
て
云
わ
く
、
〈又
た
、
五
色
の
憂
陀
羅
華
有
り
》
上
来
、
撃
の
霊

己下、

誌
の
所
引」
。『
大
重
第
七
十
九
廿
四
紙
に
云
わ
く
、
「
散

瑚

華
と
は
、
仏
世
界
中
に
は
常
に
五
色
の
天
目
安
陀
羅
華
を
雨
ら
す
」
。
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『大
方
広
宝
僅
経
」
上
十
紙
に
日
わ
く
、
「
曇
陀
羅
華
、
風
無
き

あ
ま
ね

時
は
香
気
普
遍
く

一
由
旬
に
満
つ
。
香
を
嘆
ぐ
こ
と
有
る
者
は

一
切
の
病
愈
え
、
諸
の
苦
患
無
し
」
と
。『
唐
訳
』
に
云
わ
く
、
「
常

に
種
種
の
上
妙
の
天
華
を
雨
す
。
光
沢
香
潔
、
細
軟
雑
色
な
り
。

見
る
者
を
し
て
可
阻
止
身
心
適
悦
せ
し
む
る
と
難
も
、
貧
著
せ
ず
。

有
情
殊
勝
の
功
徳
を
増
長
す
」
。

-
常
以
清
旦
と
は
、
「
常
」
と
は
日
日
恒
に
然
り
。
疲
厭
せ
ず
、

慨
す
る
こ
と
無
き
が
故
に
、
「
常
」
と
日
う
。
「
清
日
こ
と
は
、

是
れ
畏
朝
な
り
辰待。

清
日
一
は
昼
時
に
於
い
て
最
も
先
た
り
。
日
一

を
以
ち
て
仏
に
供
す
る
は
至
敬
を
表
す
な
り

毘
芝

」。
或
い
は

た
人

此
の
方
に
順
ず
る
が
故
に
清
日
一
と
云
う
。
『説
文
』
に
「
θ
一は
明

な
り
、
日

一
の
上
に
見
る
に
以
う
。

制

日
、
地
に
出
る
な
り
」
己
上
。
然
れ
ば
夜
明
の
事
な
り
。

一
は
地
な
り
。
徐
が
云
わ
く
、

-
各
以
衣
械
と
は
、
「
各
」
と
は
人
人
皆
然
り
、
故
に
各
と
日
う

な
り
。
「
衣
械
」
は
是
れ
華
を
盛
る
器
な
り
。
真
諦
の
云
わ
く
、
「
外
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国
に
は
華
を
盛
る
器
な
り
客
川
罫
座
、
之
を
引
い
詔
円
高
奇
襲
互
吋

元照

『疏
』
所引」
。
天
台
の

『義
記
』
四
紙
に
云
わ
く
、
「
衣
械
は
是
れ

華
を
盛
る
器
な
り
。
形
、
函
蓋
の
如
に
し
て

一
足
有
り
。
手
に

撃
て
供
養
す
己
上
」。
今
云
う
衣
械
と
は
、
花
匿
の
事
ナ
リ
。
摘

一
本
ニ
テ
先
に
華
の
形
ち
有
る
僅
ナ
リ
。
又
た
、
恵
琳
の

「音

義
」
第
三
十
三
十
九
需
に
日
わ
く
、
「
械
は
衣
械
な
り
」

毘
妙
』
亦た同

h
と
。
衣
械
ト
テ
キ
ル
モ
ノ
、
ェ
リ
ノ
事
ヲ
モ
イ
エ
ド
モ
今
之
を

取
ら
ず
。

-
盛
衆
妙
華
と
は
、
前
の
憂
陀
羅
華
を
盛
る
な
り
。

-
供
養
他
方
と
は
、
住
定
供
仏
の
願
第
四
十
二
に
云
わ
く
、
「

一
び

瑚

意
を
発
す
頃
に
無
量
不
可
思
議
の
諸
仏
世
尊
を
供
養
す
」
第
一干
三

供
養
諸
仏
の
願
も
亦
た
同
じ
。
。
但
し
今
の
経
文
は
白
土
の
供
養
を
略
す
。

玄

一
師
の
云
わ
く
、
「
問
う
、
ヨ
向
巻
の
経
」
T
4十
一紙
に
、

〈往
詰

十
方
無
量
世
界
恭
敬
供
養
諸
仏
世
尊
〉
と
云
う
。
云
何
ぞ
今
の

「経
』
に
十
万
億
仏
と
説
く
や
。
答
う
、
彼
の
『
経
』
は
既
に
菩

薩
と
言
う
。
勝
機
に
撮
り
て
説
く
。
此
の

「経
」
は
下
機
に
約
す
。

故
に
相
違
無
し

『
民
の
所引」
。
『
唐
訳
』
に
云
わ
く
、
「
昼
夜
六
時
、

常
に
持
ち
て
無
量
寿
仏
を
供
養
す
。
長
朝
の
一
吋

N
F一
時
毎
に
、
此

飛の
至天
す華
る却を
」持
等し

A 
ーす 一

食
の
頃
に
於
い
て
、
他
方
無
量
の
世
界
に

云
わ
く
、
彼
の
土
の
菩
薩
、
十
方
無
量

の
諸
仏
を
供
養
す
。
是
れ
福
智
を
修
し
仏
果
を
円
満
せ
ん
が
為

な
り
。

-
即
以
食
時
等
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、
其
れ
速
か
な
る
な
り
。
「食

旧

時
」
と
は
、
元
照
の
云
わ
く
、
「
謂
わ
く
、
中
前
な
り
」
。
戒
度
の

云
わ
く
、
「
三
世
の
諸
仏
、
皆
、
中
前
に
食
し
て
午
を
過
ぎ
ざ
る

故
に
」

『間持記
』。

用
欽
の
云
わ
く
、
「
中
前
と
言
は
、
此
を
二
義

あ
り
二

に
は
云
わ
く
、
辰
巳
の
聞
に
当
る
な
り
。こ
に
は
云
わ
く
、

制

今
、
食
時
飲
食
と
云
う
、
正
し
く
是
れ
諸
仏
受
食
の
時
な
り
」
。

慈
恩
の
云
わ
く
、
「
巳
午
の
際
た
」
取
意

。
元
照
、
所
調
る
中
前
是

れ
な
り
。
問
う
、
西
方
は
、
人
、
勝
れ
、
自
ら
身
光
有
り
。
既

に
日
月
の
障
無
し
。
寧
ん
ぞ
辰
斎
の
候
を
弁
ぜ
ん
。
答
う
、
金
鐘
、

自
ら
振
い
、
玉
磐
、
声
を
揺
か
す
に
、
聖
衆
の
雲
の
ご
と
く
来

瑚

り
自
然
と
し
て
会
に
赴
く
な
り
」

『通
差
。

今
、
云
う
、
是
れ
裟
婆

の
食
時
を
仮
り
て
説
く
な
り
。

-
食
時
と
は
、

三
種
食
の
中
に
は
三
昧
食
な
り
法
喜
食
は
、
仏
法
食
な

り
。
躍
食
は
禅
定
食
な
り
。三
味
合
=一昧
力
に
依
り
て
百
味
を
示
現
す
る
ま
り
。
言
品
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二
巻
二
十
九
帯
。
彼
の
土
の
人
天
、
若
し
食
を
須
む
る
の
時
は
、
百

昧
の
嘉
肴
、
羅
列
し
て
前
に
在
り
。
色
を
見
、
香
を
聞
き
、
身

に
適
悦
を
受
く
。
自
然
に
飽
足
す
。
詑
己
れ
ば
化
し
去
る
。
若

瑚

し
須
む
れ
ば
復
た
現
ず
。
其
の
相
、

「大
経
』
上
巻
五
十
四
紙
に
説
く

が
知
し
。
法
喜
禅
悦
の
二
食
は
、
時
を
簡
ば
ざ
る
故
己
上

詰
」
の

恥

。
今
、
云
う
、
是
れ
亦
た
楊
土
を
仮
り
て
説
く
な
り
。

「寄
帰
伝
」
を
引
て
云
わ
く
、
「
五
天
の

-
経
行
と
は
、
霊
芝
、

道
俗
、
多
く
経
行
を
作
す
。
直
ち
に
来
り
直
ち
に
去
り
て
、
唯
、

は

た

た

て

拙

一
路
に
遵
う
。
織
の
経
の
如
し
。
故
に
経
行
と
日
う
」
。
『
四
分

律
』
第
五
十九
巻
十
五
紙
。
今
、
本
文
に
号
。
。
に
云
わ
く
、
「
経
行
に
五
事

一
に
は
好
く
遠
行
を
堪
え
、

二
に
は
能
く
思
惟
し
、

副

三
に
は
病
、
少
く
、
四
に
は
飲
食
を
消
し
、
五
に
は
定
を
得
」
己

踊

上
『疏
」
廿
二
紙
。。

『三

可
N
E一
千
威
儀
経
」「
要
覧
」
下
、
十
五
紙
。

の
益
有
り
。

に
日
わ
く
、
「
経
行
に
五
処
有
り
。

一
に
は
当
に
閑
処
に
於
い

て
す
べ
し
。
こ
に
は
、
当
に
戸
前
に
於
い
て
す
べ
し

自
房
の
戸
前
。

三
に
は
当
に
講
堂
の
前
に
於
い
て
す
べ
し
。
四
に
は
当
に
塔
下

に
於
い
て
す
べ
し
。
五
に
は
当
に
閣
下
に
於
い
て
す
べ
し

晶
、
古

決
』
二
之
一
巻
二
紙
所
引
の
経

h
gす
。
」。「
西
域
記
』
第
九
八紙

に
日
わ
く
、

「
鷲
峯
精
舎
の
東
に
長
石
有
り
。
如
来
、
経
行
し
て
履
む
所
な

刑り」
。『
花
厳
』「
行
願
口
問
」
第
九

一一
紙、十紙、十
一紙
に
日
わ
く
、
「
善
財
、
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妙
見
比
丘
を
尋
訪
す
。
忽
然
と
し
て

一
林
の
中
に
在
り
て
経
行

往
復
す
る
を
親
見
す
」
。
戒
度
の
云
わ
く
、
「
『方
詰
芭
に
云
わ
く
、

〈仏
の
経
行
の
石
基
、
長
さ
五
十
歩
、
高
さ
七
尺
。
足
の
履
む
所
、

皆
、
蓮
花
の
文
あ
り
ど
。
又
た
、
義
浄
の
云
わ
く
、
「
鷲
山
覚

樹
の
下
、
鹿
苑
王
城
の
内
、
及
び
余
の
聖
跡
、
皆
、
仏
の
経
行

の
基
有
り
。
澗
さ
二
肘
可
か
り
、
長
さ
十
四
五
肘
、
高
さ
二
肘

余
り
。
碍
を
累
ね
て

慈
思
の
『
解
」
に
云
わ
く
、
「
西
域
、

地、

温
に
し
て
、
樽
を

紫
ね
て
道
と
白
。『
喪
主
刊
十
七
紙
所
引
。
現
行
本
、
之
を
出
す
。
之
を
作
る
。
上

に
石
を
以
ち
て
蓮
華
の
開
く
る
勢
を
作
る
。
高
さ
二
寸
、
閉
さ

一
尺
。
計
る
に
十
四
五
有
り
。
聖
の
足
跡
な
る
こ
と
を
表
す
な

り
。
祇
垣
寺
に
経
行
院
有
る
が
如
き
是
な
り
面
持
記
」。

今
云
わ

く
、
経
行
ト
ハ
、
経
ノ
知
ク
ニ
行
ク
ト
云
う
事
な
り
。
或
い
は

五
処
知
上
、
亦
た
は
廊
下
、
亦
た
は
水
夕
、
キ
ノ
石
上
の
様
ナ

ル
処
を
経
行
ス
ル
。
今
時
法
事
の
行
道
も
、
之
を
表
す
る
な
り
。

上
来
、
「
昼
夜
六
時
常
以
清
日
一即
以
食
時
飲
食
」
及
び
「
経
行
」
、

皆
な
是
れ
裟
婆
の
模
様
な
り
。
日
一く
械
土
の
事
を
仮
り
て
浄
土
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の
相
を
顕
す
な
り
。

復
次
と
は
、

『記
」
に
云
わ
く
、
「
問
う
、
何
ぞ
当
文
に
局
り
て

此
の
言
を
置
く
や
。
答
う
、
只
、
是
れ
言
の
便
に
し
て
更
に
別

の
由
無
し
。
故
に

「称
讃
経
』
の
中
に
は
段
段
に
皆
、
又
の
言

を
置
く
」
巴
上

。
今
、
云
う
、
当
可

N
F一
段
に
局
り
て
復
次
の
二

字
有
る
に
就
き
て
、
盤
ナ
ル
説
モ
ア
レ
ド
モ
皆
、
依
用
に
足
ら
ず
。

只
、
是
れ
自
然
に
し
て
更
に
其
の
意
有
る
に
非
ず
。
只
マ
ダ
ト

云
う
こ
と
な
り
。

-
常
有
と
は
、
皆
、
是
れ
阿
弥
陀
仏
の
所
変
に
し
て
、
常
恒
に

有
る
が
故
に
「
常
有
」
と
云
う
。

-
種
種
と
は
、
其
の
類

一
に
非
ず
。
故
に
「
種
種
」
と
云
う
。

-
奇
妙
と
は
、
奇
異
殊
妙
な
り
。
株
宏
の
云
わ
く
、
「
形
ち
衆
鳥

に
殊
な
る
を
奇
と
名
づ
く
、
音
、
能
く
説
法
す
る
を
妙
と
名
づ

く
「疏詮

」。
今
、
云
う
、
横
土
の
衆
鳥
に
類
せ
ず
、

言
思
に
及
ば

ざ
る
所
な
り
。
故
に
奇
妙
と
云
う
大
佑

冨
色

d

の
窓
。
。

-
雑
色
之
鳥
と
は
、
慈
恩
云
わ
く
、

「毛
色
の
異
な
り
」
。

-
自
鵠
等
と
は
、
多
種
の
中
に

一二
を
挙
ぐ
な
り
株
向。

大
佑
の

云
わ
く
、
「
知
来
は
世
に
順
じ
て
説
き
、
訳
人
は
類
を
取
り
て
翻

ず
」
冨
匿
上
、
十
五
紙

。
今
、
云
う
、
是
れ

E
く
六
鳥
を
挙
ぐ
。
実

に
は
無
量
な
り
。
次
下
に
「
是
諸
衆
鳥
」
と
云
う
。
即
ち
此
の

謂
な
り
。

-
白
鵠
と
は
、
玄

一
の

「記
』
に
云
わ
く
、
「
鵠
は
好
屋
切
。
脚

湖

の
長
を
鶴
と
し
、
脚
の
短
を
鵠
と
す
」
己
上

。
今
、
云
う
、
鵠
は

鶴
の
類
な
り
。

一
本
、
鶴
に
作
る
。

-
孔
雀
と
は
、

『異
物
志
」
に
云
わ
く
、
「
南
方
に
孔
雀
有
り
。

大
さ
鶏
の
如
し
。
尾
、
身
よ
り
も
長
し
。
手
を
も
ち
て
拍
つ
則

閣

は
舞
う
」
己
七

。『
文
選
の
註
」
に
云
わ
く
、
「
孔
雀
は
尾
の
長
き

み

ど

副

こ
と
六
七
尺
、
繰
り
色
に
し
て
華
彩
有
り
」
己
主

-
鵬
鵡
と
は
、

書
川
の

「新
疏
」
に
云
わ
く
、
「
鴎
鵡
、
舌
は
小

児
の
舌
に
似
て
能
く
一
言
う
。
五
色
の
者
有
り
。
亦
た
純
白
な
る

有
り
」
。
郭
知
玄
が
云
わ
く
、
「
艶
鵡
、
能
く
言
う
。
三
色
の
異
有
り
。

踊

丹
と
葉
、
翠
な
る
毛
羽
あ
り
」
己
上
。

-
舎
利
と
は
、

『名
義
集
」
二

四
|
八紙

に
云
わ
く
、
「
此
に
は
春

鴬
と
云
う
。
黄
鵬
な
り
。『
詩
」
に
日
わ
く
、

〈幽
谷
よ
り
出
で
、

高

抑

喬
木
に
遷
る
〉。

又
た
、
鷲
鷺
と
翻
ず
」
u
t
。
光
の

「記
』
に
云
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瑚

わ
く
、
「
百
舌
鳥
と
翻
ず
」
己
上
。

『肇
ー厳
妙
』
に云わく、

「驚
鷺
と
雪口う
。
大

乗
法
師
云
わ
く
、
是
れ
百
舌
鳥
な
り
ロ
亦
た
春
鴬
と
云
う
」
(
己
上
)
。
株宏

『疏妙
」
二
之
上、

廿
一紙
顕
に
之
を
引
く

。
可
勾
曲
一
慈
恩
の
云
わ
く
、
「
幼
に
し
て
且
つ
俊

な
り
。
俊
に
し
て
又
た
、

霊
な
り
。
斯
の
頃
、
万
里
に
飛
騰
す
。

掴

増
妙
に
し
て
千
般
の
音
韻
あ
り
」

『通
草

。

-
迦
陵
頬
伽
と
は
、
慈
恩
の
云
わ
く
、
「
此
に
は
妙
音
鳥
と
云
う
。

音
戸
美
妙
に
し
て
、
身
体
、
常
に
殊
な
り
。
之
を
聞
く
者
、
耳

を
側
て
、
心
を
踊
る
。
之
を
見
る
者
、
神
を
恰
し
め
、
思
を
悦

期

制

ぱ
し
む
」
盃
芭
。
霊
芝
の
云
わ
く
、

「此
に
は
妙
声
と
翻
ず
」
『穀
豊

。

「此
の
鳥
、
未
だ
穀
を
出
で
ず
と
離
も
、
其
の

間

音
、
己
に
衆
鳥
に
勝
る
。
何
に
況
や
、

献
を
出
る
を
や
」
己
上
。
実

肇
公
の
云
わ
く
、

差

十
八

日
わ
く

此

i 
，民

警
在
り
て
未
だ
出
で
ず

戸
を
発
す

微
妙
な

る
こ
と

4Zに
勝
る
が
如
い
〕
(
己
上
)
。

-
共
命
と
は
、
党
語
に
は
者
婆
書
婆
迦
と
云
う
。
元
照
云
わ
く
、

制

「両
首

一
身
、
報
同
、
識
異
な
り

識
異
と
は
、
報
命
一問
、
議
分
異
な
り
。
議分

各
別
の
放
、両
一娘なり
。
報命
一同
の
故
、
形
体
一身
な
り

。
故
に

『法
華
」
の
中

郡

山

に
は
翻
じ
て
「命
命
鳥」
と
す
る
是
な
り
」
豆
在

。
戒
度
の
云
わ
く
、

期

「
『勝
天
王
』
に
は
生
々
と
云
う
。
「
浬
繋
』
に
は
者
婆
書
婆
と
云

盟

四

う
、
皆
、
此
の
鳥
な
り
」

『関
持
記
」。

玄

一
の
云
わ
く
、

「
二
頭
一
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身
な
り
。
即
ち
二
の
有
情
な
り
。
若
し

一
つ
死
す
れ
ば
即
ち
二
、

柵

刷

倶
に
死
す
。
故
に
共
命
と
云
う
」
己
ム
。
此
の
鳥
、
釈
迦
調
達
の
街
図
な
り
。
「維

宝
蔵
経
」
及
び
『
仏
本
行
経
』
に
出
ず
。
具
さ
に
は
『
名
義
集
」

二
巻
四十
八
紙
、
株
宏

『疏
紗
』

川

町

刷

三
之
二
巻
、
十
紙
頭
、
大
佑
『
略
解
」上
、
十
五
紙
頭
の
如
し
。

-
之
鳥
と
は
、
此
の
二
字
、
上
の
六
鳥
に
亘
し
て
見
る
べ
し
。

己
上
の
六
鳥
、
四
は
震
日
一に
通
じ
、

二
は
西
乾
に
局
る
。
既
に

此
の
土
に
在
り
て
、
尚
、
珍
奇
と
称
す
。
若
し
彼
の
土
に
在
る

を
ば
、
形
体
色
音
、
転
た
比
倫
を
絶
す
。
今
は
復
た
其
の
名
を

同
ず
る
を
取
る
。
実
は
則
ち
異
体
な
り
買
位
取
怠
。

-
和
雅
と
は
、
慈
恩
の
云
わ
く
、
「
和
は
即
ち
柔
和
、
雅
は
妙
音

揃

の
韻
き
、

音
韻
柔
和
に
し
て
言
調
雅
妙
な
り
」
理
主

。
元
照
の
云

師

わ
く
、
「
和
雅
と
は
、
色
音
、
人
に
感
ぜ
し
む
る
を
調
う
」
妄
堕
。

株
宏
の
云
わ
く
、
「
和
は
暴

不
和
の義

と
対
す
。
鵠
鵜
等
の
知
し
。

是
を
暴
音
と
名
づ
く
。
雅

正
な
り
、
順
な
り

は
俗
と
対
す
。
鴬
臨
等

の
如
し
。
是
を
俗
音
と
名
づ
く
。
優

和
の
行
な
り
、
遊
な
り
。
柔
安
な
り
、

順
な
り

平
中
に
し
て
、
可
児
豆
麗

物
の
不
精
な
り
豊
富
り

有
る
こ
と
無

し
。
能
く
聴
者
を
し
て
操
心
自
ら
釈
か
し
む
。
是
を
和
音
と
名
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づ
く
。
正
大
謹
恨
な
り
厳
敬
な
り
、
邪
廃
有
る
こ
と
無
し
。
能
く
聴

咽

く
者
を
し
て
欲
心
を
自
平
な
ら
し
む
。
是
を
雅
音
と
名
づ
く
」
買

紗
』。

今
、
云
う
、
所
詮
和
雅
と
は
、
目
律
調
子
、
相
い
ト
、
ノ

ウ
ル
和
雅
と
云
う
。
雅
は
正
な
り
。
ナ
マ
リ
ノ
元
き
を
云
う
な

灼
ノ
夫
れ
俗
車
百
旦
口
律
を
本
と
し
、
五
音
を
正
と
す
。

十
二
律
呂
に
過
ぐ
る
こ
と
無
し
。
而
れ
ど
も

彼
土
の
衆
鳥
の
和
雅
の
音
に
及
ぱ
ず
。
放
に
俗
音
と
云
う
な
り
。

-
演
暢
と
は
、
株
宏
の
云
わ
く
、
「
此
の
土
の
諸
鳥
に
は
、
唯
、

鵬
鵡
の
み
解
し
て
人
言
を
作
す
。
彼
の
国
は
、

則
ち
昼
夜
、
音

を
出
し
て
且
つ
和
し
、
且
つ
雅
に
し
て
、
為
め
に
能
く

一
切
道

柵

品
を
演
暢
す
」

「疏位

。

-
如
是
等
法
と
は
、
今
、

三
十
七
品
の
中
に
四
念
処
四
正
勤
及
び

四
如
意
足
を
闘
く
。
故
に
「
等
法
」
と
云
う
。『
唐
訳
」
に
日
わ
く
、
「
妙

法
を
演
暢
す
。
所
調
る
甚
深
念
住
四
念
住
、
四
念
処
と
名
づ
く
正
断
凶
正
断
、

亦
た
四
正
勤
と
名
刺
つ
く

神
足
四
神
足
、
亦
た
四
如
意
定
と
名
づく

根
五
線
力
E
力
覚

支
七
党
支
等
八
正
道
無
量
の
妙
法
な
り
」
と
己
上
。
是
に
知
り
ぬ
、

此
の

E 
の
「
是
の
如
き
等
」
の
中
に
念
住
、
正
断
、
神
足
の

何 三
ぞ科
止を
た等

主手
七る
のァ
壇と
母を/、 。

み況
なや

ら復
んた
や更
起 に

中埋
設秘、
聖法
iヂl と

O:::J 

つ

-
念
仏
念
法
念
僧
と
は
、
元
照
の
云
わ
く
、
「
仏
を
念
じ
て
は
仏

の
思
の
重
き
こ
と
を
知
り
衆
生
の
為
の
故
に
蓄
を
字

、
法
を
念
じ

て
は
法
の
功
深
を
知
る
法
蔵
を
開
示
し
て
機
に
随
い
て
化を設
く
、
僧
を
念

じ
て
は
憎
の
徳
大
な
る
こ
と
を
知
る
臆
劫
修
行
し
て
よ
本
下
化
す
、
云
云
。
戒

度の

『記
」
に
、
意
の
云
わ
く
、
疏
に
三
義
有
り
、
初
は
化
相
三
宝
、
次
は
理
体
三
宝
、
三
に
は

一体
三
宝なり
。
此
れ
初
は
外
境
、
次
は
修
成
、
三
は
本
具
な
り
。
文に住持
三
宝
を
欠
く
こ
と
は
、

彼
の
土
の
仏
、
現
に
在
し
て
説
法
し
た
ま
う
。
未
だ
滅
に
入
ら
ざ
る
故
な
り
。
今
、
初
め
の
化
相

を説く
。
次の
二
は
之
を
略
す
。。

当
に
知
る
べ
し
、

此
の
界
は
心
垢
に
し

て
、
常
に
五
欲
を
思
う
。
彼
の
方
は
、
心
、
浄
く
し
て
専
ら

宝
を
念
ず
。
農
タ
の
存
す
る
所
、
更
に
他
意
無
し
。
両
土
の
昇
沈
、

蕊
に
於
い
て
見
る
べ
し
」
己
上
嘉
岳
。

今
、
云
う
、
此
の
中
の
念
仏
、

慈
可
混
と
思
の
意

Z
E
中、十七紙
、
心
念
日
念
に
通
ず
る
な
り

E

中
、
川
紙
。『
一
通
産
を
引
く
。

-
汝
勿
謂
乃
至
罪
報
所
生
と
は
、
磁
土
の
禽
畜
、
罪
業
の
招
く
所
、

極
楽
浄
土
、
何
に
縁
り
て
之
有
ら
ん
元
照

「農政
」。

『業
報
差
別
経
』

九
紙
に
日
わ
く
、

「
十
業
有
り
。
能
く
衆
生
を
し
て
畜
生
の
報
を

得
せ
し
む
。
何
等
か
十
と
す
。
身
口
意
の
中
の
悪
業
と
、
食
眠

痴
従
り
諸
の
悪
業
を
起
こ
す
と
、
七
に
衆
生
を
盟
罵
す
と
、
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に
衆
生
を
悩
害
す
と
、
九
に
不
浄
物
を
施
す
、
十
に
邪
姪
を
作
す
。

此
の
十
業
を
以
ち
て
畜
生
の
報
を
得
」
と

己上
。
今、

云
う
、
愚

痴
を
上
首
と
し
て
、
七
支
の
悪
を
作
し
て
、
畜
生
の
報
を
受
く

る
が
故
に
、
罪
報
所
生
と
云
う
。
是
れ
罪
が
報
な
り
。
罪
に
依

り
て
感
ず
る
所
な
り
。

-
無
三
悪
趣
と
は
、
此
れ
彼
の
仏
、

な
り
。

無
コ
一
悪
趣
の
願
有
る
が
故

一
本
に
趣
の
字
、
道
に
作
る
抹
宏
の

「疏紗
』、
務
次
の

『句
芭
吋。

-
尚
無
三
悪
道
之
名
と
は
、

『大
本
』
に
云
わ
く
、
「
彼
の
国
に
は
、

三
途
苦
難
の
名
有
る
こ
と
無
し
。
但
、
自
然
快
楽
の
音
の
み
有

り
」
と
。
問
う
、
既
に
無
三
悪
道
の
名
も
無
し
と
云
う
。
則
ち
、

白
鵠
孔
雀
等
、
独
り
畜
生
道
の
名
に
非
ず
や
。
答
う
、
既
に
罪

報
の
生
ず
る
所
に
非
ざ
る
と
き
は
、
則
ち

一一

の
名
字
、
皆
、

如
来
究
寛
の
功
徳
を
詮
す
。
所
謂
る
究
寛
の
白
鵠
、
究
克
の
孔

雀
等
な
り
。
性
徳
の
美
称
に
非
ざ
る
こ
と
無
し
。
宣
に
更
に
悪

道
と
名
づ
け
ん
や

己
上
。
戒
度
、
云
わ
く
、

「名
は
物
を
召
す
の

功
有
り
。
物
は
名
に
応
ず
の
実
有
り
。
名
、
既
に
得
巨
し
。
実
、

自
ら
何
ぞ
有
ら
ん
」
『間
持
星
。

今
、
一
五
う
、

「尚
無
」
等
と
は
、

議
嫌
の
名
も
無
し
と
言
う
の
義
な
り
。
爾
る
に
穣
土
は
其
の
体

無
し
と
離
も
、
尚
、
議
嫌
名
有
り
。
誓
え
ば
不
仁
に
し
て
慈
悲
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無
き
者
を
議
り
て
乞
人
と
言
い
、
無
礼
無
義
に
し
て
暴
悪
無
道

な
る
を
亦
た
議
り
て
畜
生
と
言
い
、
軟
弱
に
し
て
亦
た
諸
曲
な

る
可
N

∞σ
一者
を
議
り
て
女
人
と
壬一口
う
が
如
し
。
又
た
、
眼
、
明

な
り
と
雛
も
、

事
を
識
ら
ざ
る
者
を
議
り
て
盲
人
と
言
い
、
耳
、

聴
く
と
難
も
、

義
を
聴
き
て
解
せ
ざ
る
を
議
り
て
聾
人
と
言
い、

舌
、
語
る
と
雄
も
、
一訓
口
署
吃
す
る
者
を
、
議
り
て
唖
人
と
言

う
が
如
し
。
是
の
如
き
等
の
類
は
、
根
、

具
足
す
と
離
も
、
議

四

嫌
の
名
、
有
る
が
ご
と
し

『論
己

上
川
一紙
向
。
浄
土
は
然
ら
ず
。

三
悪
道
無
く
、
亦
た
三
悪
道
の
名
も
無
き
な
り
。

趣
に
作
る
慈恩

『通貨
』。

一
本
に
道
の
字
、

-
欲
令
法
音
宣
流
変
化
所
作
と
は
、

「宝
池
観
」
に
云
わ
く
、

「知

意
珠
玉
よ
り
金
色
微
妙
の
光
明
を
涌
出
す
。
其
の
光
、
化
し
て

百
宝
色
の
鳥
と
す
る
」。『
仏
地
論
』
第
七
十
帆
に
準
る
に
、
成
所

作
智
の
変
作
す
る
所
な
り
。
非
身
相
応
の
故
に
、
依
報
に
属
す
主

記
」三
巻、

川川
紙
四
時

罫
」
十五
巻、

廿四
紙
工
員
。「
円
決抄
』
下、

-
五
時

具
さに

"“

川川

m
“

m山W

は
実
経
』
上、五
十九
的

処
の
『合
差
異
ひ
藷
え
に
之
を
弁
ず
る
が
如
h
。
「宣
流
」

と
は
、

宣
は
、
謂
わ
く
、

官
一布
。
上
白
よ
り
下
に
偏
ず
る
こ
と
、
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猶
し
王
言
の
知
し
。
流
は
、
謂
わ
く
。
流
通
、
近
く
自
り
遠
き

に
及
ぶ
。
猶
し
逝
水
の
知
し
。
法
音
を
し
て
編
く
宣
べ
偏
く
流

べ
し
め
ん
と
欲
す
。
此
れ
乃
ち
、
神
力
の
変
化
す
る
所
、

宣
に

愚
暗
を
因
と
し
、
畜
生
を
感
報
す
る
の
真
鳥
に
同
じ
か
ら
ん
や
。

然
る
に
変
化
の
義
、
古
よ
り
二
説
を
作
す
。

一
に
は
、

仏
の
如

き
は
、
化
人
を
し
て
種
種
の
法
を
説
か
し
む
。
こ
に
は
、
性
に

諸
法
を
具
す
。
性
に
依
り
て
修
を
起
し
、
果
上
、
自
ら
能
く
色

心
互
融
し
、
依
正
不
二
に
し
て
悉
く
皆
、
説
法
す
。
此
れ
則
ち

鳥
音
演
暢
、
法
問
自
然
な
り
。
仏
に
心
有
り
て
特
に
変
化
を
為

す
に
は
非
ず
己
上
読
段
取
町
。
問
う
、
仏
身
の
説
法
、
以
ち
て
加

い
ぶ
か

す
べ
き
無
し
。
未
審
し
、
何
が
故
ぞ
、
化
し
て
霊
禽
と
成
る
。
答
う
、

仏
菩
薩
の
説
は
是
れ
鎮
え
に
聞
く
所
な
り
。
衆
生
、
未
だ
必
ず

し
も
希
有
の
思
い
を
生
ぜ
ず
。
的
り
て
鳥
身
を
現
わ
す
。
以
ち

て
彼
を
し
て
法
を
演
べ
し
む
る
の
み
。
例
せ
は
、
育
王
、
可
思
白
一

が仏
知を
し信
二ぜ

加2ざ

な長
鳥に
は
是
れ
有
J情
な
れ
ば

鳥
音
を
聞
き
て
、

即
ち
無
上
道
を
発
す

猶
し
言
語
に
応
じ
、

風
声
水
音
、
都
て
虚
説
法
す
。
是
に
知
り
ぬ
、
衆
生
、
倍
ま
す

難
遭
の
勝
想
を
発
し
、
聞
く
者
、
弥
い
よ
殊
特
の
信
心
を
生
ず
。

ゆ
え

変
化
無
量
な
る
、
良
に
以
有
る
な
り
。
問
う
、
化
鳥
の
説
法
も

amや
し

hs
ニ
と

亦
た
願
に
由
る
か
。
答
う
、
然
な
り
。
何
の
惟
あ
ら
ん
。
大
師

の

譲

』
に
云
わ
く
、
「
法
蔵
行
因
広
弘
願
、
設
我
得
仏
現
希
奇
、

岨

或
現
鳥
身
能
説
法
」
等
。
問
う
、
若
し
爾
ら
ば
、
何
の
願
ぞ
。
答
う
、

推
す
る
に
、
第
三
十
二
の
願
に
准
ず
る
か
。
彼
の
願
は
、
惣
じ

て
依
報
を
誓
う
が
故
に
、
謂
わ
く
、
依
報
の
中
従
り
出
す
所
の

音
声
、
宣
に
彼
の
願
力
に
由
ら
ざ
る
べ
け
ん
や
上
来
、
冒
E
中
、
四

"“
 

紙
の
問
答なれ
川
。
又
た
、
衆
鳥
を
化
作
し
て
、
法
音
宣
流
せ
し
む
る
に
、

四
悉
檀
因
縁
有
り
。
『
合
謹
所
叫
の
知
し

E
『
E
H八
向
。

-
微
風
乃
至
出
微
妙
音
と
は
、
株
宏
の
云
わ
く
、

「風
に
微
と
云

う
は
、
風
の
美
な
り
。
音
に
微
妙
と
日
う
は
、
音
の
美
な
り
。

微
妙
は
即
ち
和
雅
の
意
な
り
」
『疏
位

。
「微
風
と
は
細
風
な
り
。

叩

狩
暴
風
に
非
ざ
る
な
り
」

慈恩

E
E
。
『
大
本
」
i
巻
、
問卜
八紙

に
云

わ
く
、
「
微
風
、
徐
く
動
い
て
諸
の
枝
葉
を
吹
く
。
無
量
の
妙
法

音
声
を
演
出
す
。
其
の
音
を
聞
く
者
は
深
法
忍
を
得
て
、
不
退

転
に
住
す
」
。
又
た
、

五
卜
八
紙
云
わ
く
、

「
其
の
風
、
調
和
に
し
て

寒
か
ら
ず
、
熱
か
ら
ず
、
温
涼
柔
軟
に
し
て
遅
か
ら
ず
、
疾
か

ら
ず
。
諸
の
羅
網
及
び
衆
の
宝
樹
を
吹
き
で
は
、
無
量
微
妙
法
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音
を
演
発
す
。
其
れ
聞
く
こ
と
有
る
者
は
、
塵
労
垢
習
、
自
然

咽

に
起
ら
ず
」
と
。
大
師
、
上
来
の
衆
鳥
説
法
等
を
讃
し
て
云
わ
く
、

「他
方
凡
聖
の
類
を
引
か
ん
が
為
の
故
に
、
仏
、

此
の
不
思
議
を

現
ず
」
。

-
嘗
却
等
と
は
、
慈
恩
の
云
わ
く
、
「
警
は
、
況
な
り
。
如
は
、

似
の
由
し
。
況
す
る
に
、
百
千
種
の
音
楽
を
同
時
に

可
出
σ
一倶

に
奏
す
る
に
似
た
る
な
れ
山
」

E
E
。
『
大
本
」
に
云
わ
く
、
「世

間
の
帝
王
に
百
千
の
音
楽
有
り
」
等
と
。
若
し
、
恒
に
警
の
似

く
な
ら
ば
、
動
有
り
て
静
無
き
を
や
。
調
わ
く
、
其
れ
聞
か
ん

と
欲
す
る
者
は
、
輔
ち
独
り
之
を
聞
き
、
其
れ
欲
せ
ざ
る
者
は

輔
ち
、
独
り
聞
か
ず
。
寂
用
、
心
に
随
い
て
、
動
静
、
妨
げ
無
し
。

彼
の
土
の
化
儀
、
罵
ぞ
思
議
す
べ
け
ん
や
。

-
皆
自
然
生
と
は
、
慈
思
の
云
わ
く
、
「
慣
習
、
任
運
な
る
を
、

名
づ
け
て
自
然
と
日
う
。
因
縁
無
き
に
あ
ら
ざ
る
を
、
自
然
と

名
m

つ
く
る
な
り
」

『通
差

。
今
、
云
う
、
彼
の
音
に
誘
引
せ
ら
れ
て
、

自
ら
三
宝
を
念
ず
。
故
に
「
皆
自
然
生
」
等
と
云
う
。

-
念
仏
念
法
念
僧
之
心
と
は
、
「
宝
池
観
」
の

『疏
』「
定
義
」
ト、九

紙
に
日
わ
く
、
「
仏
は
是
れ
衆
生
無
上
の
大
師
な
り
。
邪
を
除
き
、

正
に
向
か
わ
し
む
。
法
は
是
れ
衆
生
無
上
の
良
薬
な
り
。
能
く
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煩
悩
の
毒
病
を
断
じ
て
、
法
身
、
清
浄
な
ら
し
む
。
憎
は
是
れ

州

衆
生
無
上
の
福
田
な
り
」
己
上

。
恵
心
の
云
わ
く
、
「
此
の

『経
』

は
三
宝
を
念
ず
る
を
以
ち
て
勝
善
根
と
す
。
故
に
思
念
す
べ
し
。

衆
鳥
は
是
れ
仏
、

化
音
韻
は
是
れ
正
法
、
問
者
は
是
れ
僧
な
り
。

余
文
準
知
せ
よ
」

E
E
十
三
紙
。

於
汝
意
云
何
等
と
は
、
上
来
、
依
報
を
明
か
し
畢
ん
ぬ
。
自
下

は
正
報
を
明
か
す
。
天
台
の

『義
記
』
に
云
わ
く
、
「
次
に
正
果

を
弁
ず
。
文
に
復
た
二
有
り
。
前
に
は
化
主
を
明
か
し

次

は
徒
衆
を
弁
ず
。
化
主
に
又
た
、

二
あ
り
。
初
は
光
明
無
量
を

捕

弁
じ
、
次
に
は
寿
命
無
限
を
述
す
」

口
上

所
引
。

。

円測、

混
芝
‘之
に同
じ
。
『記」

-
汝
意
云
何
と
は
、
元
照
云
わ
く
、
「
其
の
解
否
を
審
す
。
既
に

所
対
無
し
。
故
に
為
め
に
通
釈
す
」
嘉
差
。
株
宏
の
云
わ
く
、
「
己

に
彼
の
仏
の
阿
弥
陀
と
号
す
る
こ
と
を
知
る
。
未
だ
其
の
義
を

知
ら
ず
。
彼
の
仏
の
乃
し

一
経
の
正
主
た
る
を
以
ち
て
の
故
に
、

須
く
審
問
す
べ
し
」

高
位
。
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-
彼
仏
光
明
無
量
等
と
は
、
霊
芝
の
日
わ
く
、
「
阿
弥
陀
、
此

に
は
無
量
と
翻
ず
。

一
に
は
光
明
、

こ
に
は
寿
命
。
無
量
は
是

れ
可
ω
。
釦
一
通
、
寿
光
を
別
と
す
。
仏
光
に
二
有
り
。

一
に
は
常

光、

二
に
は
現
起
光
。
今
、
此
は
乃
ち
是
れ
弥
陀
の
常
光
な
り
」

『義疏
」
廿
五
紙

。
孤
山
の
云
わ
く
、
「
阿
の
言
は
無
な
り
。
弥
陀
の

言
は
量
な
れ
と
置
所
引
の
現
本
十
九
紙
、

「阿
陸
此
云
無量
」、
此
の
七
字
に
作
る
す

今
、
云
わ
く
、
彼
の
仏
、
万
徳
比
皐
重
な
り
。
中
に
於
い
て
、
今
、

E
く
二
種
の
無
量
を
挙
ぐ
。
光
明
は
是
れ
第
十
二
光
明
無
量
の

願
力
に
因
り
て
成
就
す
る
所
な
り
。
故
に
世
尊
、
「
威
神
光
明
最

尊
第

一
諸
仏
光
明
所
不
能
及
」
と
讃
し
た
ま
う
な
り
。
既
に
本

願
所
成
の
光
明
な
り
。
知
り
ぬ
、
是
れ
常
光
に
し
て
現
起
光
に

非
ざ
る
こ
と
を
。
此
の
文
、
即
ち
、
亦
た
第
十
二
の
願
成
就
な
り
。

「念
仏
奇
特
集
』
附
録
或
問
に
云
わ
く
、
「
阿
弥
陀
を
此
に
無
量
寿
と

一五
う
。
宣
に

一
仏
と
シ
テ
長
寿
に
非
ザ
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
ヤ
。
然

ル
ニ
弥
陀
仏
ヒ
ト
リ
無
量
寿
ノ
嘉
名
ヲ
得
タ
マ
エ
ル
コ
ト
ハ
何

ゾ
ヤ
。
密
宗
の
意
ニ
依
ル
ニ
、
此
ノ
尊
は
諸
仏
の
寿
体
ヲ
統
摂

シ
給
エ
ル
ヲ
以
テ
ノ
故
ナ
リ
。
其
の
旨
、
道
範
闇
梨
の

「秘
密

念
仏
妙
」
の
上
に
在
り
。
又
た
、
高
野
大
師
、
帰
命
の
二
字
を

能釈
依し
のて
人日
なわ
りく

童言
寿止
は、

法錘
身量
嘗寿
1旦仏
企に
芸名…、、

健 3
奉帰
なは
LE山則
実!、

日
経
開
題
」
シ」
。

-
照
十
方
固
と
は
、
此
れ
色
心
二
光
、
通
じ
て
説
け
り
。
色
光

は
惣
じ
て
十
方
を
照
ら
し
、
心
光
は
別
し
て
念
仏
の
衆
生
を
摂

す-
無
所
障
碍
と
は
、
無
碍
光
仏
の
故
に
、
十
方
界
を
照
ら
す
に

脂
壁
無
碍
な
り
。

-
彼
仏
寿
命
及
其
人
民
等
と
は
、
是
れ
第
十
三
の
寿
命
無
量
及

び
第
十
五
替
属
長
寿
の
二
願
に
因
り
て
成
就
し
た
ま
う
所
な
り
。

阿
憎
祇
と
は
、
此
に
は
無
数
と
云
う
。
問
う
、
若
し
爾
ら
ば
仏

寿
無
量
の
徳
を
学
す
べ
し
。
一
誌
宰
一
何
ぞ
、
人
民
の
寿
無
量
を
合

説
す
る
や
。
答
う
、
徒
衆
の
寿
無
量
、
亦
た
仏
願
の
由
る
故
に
、

所
化
の
寿
無
量
、
併
せ
て
仏
徳
な
り
。
故
に
合
説
す
る
な
り
己
上

皇
の
恥
。

然
る
に
「
及
其
人
民
」
の
旬
、
是
れ
倒
語
を
用
、
引

毘
芭

三
之
二
巻
、廿
六
紙
。
実
に
は
則
ち
、
応
に
寿
命
の
上
に
在
る
べ
き
な

り
。「
唐
訳
』
に
云
わ
く
、
「
彼
の
如
来
及
び
諸
の
有
情
、
寿
命

無
量
無
数
大
劫
な
る
に
由
る
。
是
の
縁
に
由
り
て
、
彼
の
土
の
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如
来
を
無
量
寿
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る
巳
上
。
仏
徳
無
量
の
中
に
、

今、

二
徳
を
挙
げ
て
横
竪
の
益
を
顕
す
。
無
量
光
と
は
、
横
の

利
物
を
顕
す
。
遍
く
十
方
を
照
し
、
衆
生
を
摂
し
た
ま
う
故
に
。

無
量
寿
と
は
、
竪
の
利
物
を
顕
す
。
無
量
劫
を
経
て
、
衆
生
を

利
し
た
ま
う
故
に
。
二
利
、
常
に
円
な
り
。
故
に
此
の
名
を
得

た
ま
・
っ
。

-
成
仏
巴
来
於
今
十
劫
と
は
、

『記
』
に
云
わ
く
、
「
此
の
間
十

劫
な
り
。
九
品
の
日
時
の
如
し
」
己
上

。『
称
讃
経
」
に
は
「
十
大

劫
」
と
云
う
。
知
り
ぬ
。
是
れ
大
劫
な
る
こ
と
を
。
問
う
、
此

の
段
の
中
に
成
仏
の
遠
近
を
説
く
。
何
ん
の
由
有
ら
ん
や
。
答

ぅ
、
海
東
云
わ
く
、
「
文
の
中
に
、

《成
仏
巴
来
於
今
十
劫
〉
と

は
、
疑
情
を
遣
ら
ん
が
為
な
り
。
人
有
り
て
疑
い
て
言
わ
ん
。
寿、

無
量
な
り
雄
も
、
要
ら
ず
始
終
有
ら
ん
。
未
だ
知
ら
ず
、
今
は
、

始
と
や
せ
ん
、
末
と
や
せ
ん
。
解
し
て
言
わ
く
、
今
、
既
に
過

ぐ
る
所
、
唯
、
十
劫
を
経
る
。
当
に
知
る
べ
し
、
後
、
無
量
劫

棚

引

に
住
す
」
口
上

E
の
問
答
な
川
。

問
う
、
若
し
爾
ら
ば
、
十
劫
正
覚

は
是
れ
実
成
と
や
せ
ん
、
将
た
漣
仏
な
り
や
。
答
う
、
『
大
本
』

亦
た
「
十
劫
」
と
説
く
。
然
る
に

『大
本
」
に
「
値
仏
発
心
願

凶

行
成
仏
」
を
説
く
。
明
か
に
知
り
ぬ
、
十
劫
、
是
れ
実
成
な
り
。
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但
し

『法
華
』「
拐
厳
』
等
に
久
遠
成
仏
の
相
を
説
き
、
又
た

有
る
師
、
法
蔵
の

一
因
及
び
多
種
の
因
を
挙
ぐ
。
諸
経
、
異
説
、

須
く
和
会
す
べ
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
、
試
み
に
之
を
議
せ
ば
、

仏
は
四
不
可
説
に
於
い
て
四
悉
檀
を
用
い
て
縁
に
赴
く
。
是
を

以
ち
て
可
出
血
一
諸
説
各
お
の
機
縁
に
投
ず
る
や
、
利
益
有
り
。
然

も
、
特
り
今
、

『経
』
に
は
諸
仏
証
明
す
。
他
の
異
説
を
執
し
て
、

嗣

何
ん
ぞ
今
説
を
疑
わ
ん
己
上
、『合剤
耐』
解
。
亦
た
、
次
に
諸
経
の
相
違
、
若
し
、

民
W

強
い
て
是
非
す
る
と
き
は
則
ち
不
浄
説
法
に
堕
す
る
の
義
を
委
し
く
釈
せ
川
。
又
た
、

義
有
り
。
次
下
に
之
を
弁
ぜ
ん
。
凡
そ
今

『経
』
の
十
劫
成
仏

に
就
き
て
、
異
流
、
当
流
に
四
種
の
十
劫
を
存
す
。
常
演
の
十

劫

一
期
赴
機
の
十
劫
、
延
促
劫
智
の
十
劫
、
但
の
十
劫
な
り
。

一
に
常
演
の
十
劫
と
は
、
是
れ
三
世
常
住
の
十
劫
な
り
。
過
現

未
来
に
仏
の
出
世
有
れ
ば
、
皆
、
同
じ
く
十
劫
と
説
き
た
ま
う
。

過
去
の
仏
も
「
於
今
十
劫
」
と
説
く
。
現
在
未
来
も
亦
た
然
な

り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
十
は
満
数
を
取
り
て
即
ち
其
の
多
を
顕

す
な
り
。
こ
に
は

一
期
赴
機
の
十
劫
と
は
、
仏
辺
に
は
分
量
無

け
れ
ど
も
、
赴
機
の
為
に
、
十
劫
と
説
く
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
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は
、
十
劫
と
説
く
を
合
点
す
る
衆
生
に
は
十
劫
と
説
き
、
無
量

と
説
き
て
合
点
す
る
衆
生
に
は
無
量
と
説
く
。
是
れ

一
機

一
縁

の
為
に
説
く
。
即
ち
赴
機
な
り
。
三
に
は
延
促
劫
智
の
十
劫
と
は
、

仏
果
自
在
の
故
に
短
を
延
べ
て
永
劫
と
説
き
、
長
を
促
し
て
十

劫
と
説
く
な
り
。
「
妙
玄
』
の
七
に
云
わ
く
、
「
延
促
劫
智
有
り
。

能
く
七
日
を
延
べ
て
無
量
劫
と
す
」
己
上

。
既
に
是
れ
延
促
は
仏

智
の
徳
な
る
が
故
に
、
弥
陀
の
成
道
、
無
量
劫
な
り
と
雛
も
、
今
、

促
し
て
十
劫
と
説
く
な
り
。
四
に
は
但
の
十
劫
と
は
、
是
れ
九

劫
に
も
非
ず
、
十

一
劫
に
も
非
ず
。
局
り
て
実
に
十
劫
と
習
う

な
り
。
然
る
に
常
演
の
十
劫
は
名
越
の
義
、
赴
機
の
十
劫
は
蓮

花
堂
望
内
機
、
亦
た
趨
花
堂
と
云
う
。
二
義
、
倶
に
存
す
る
は
藤
田
流
な
り
。

二
義
、
倶
に
非
す
る
は
、
是
れ
、
当
流
な
り
。
今
、
当
流
白
旗

の
相
伝
は
、
但
の
十
劫
と
習
う
な
り
。
然
る
所
以
は
、
凡
夫
の

情
識
を
遣
ら
ん
が
為
に
、
但
の
十
劫
と
説
く
。
例
え
ば
彼
の
無

方
域
の
上
に
方
域
を
立
て
て
西
可
臼
σ
一
方
と
説
く
が
如
し
。
若

し
、
凡
夫
に
対
し
て
久
遠
劫
と
説
か
ば
、

パ
ッ
ト
シ
テ
情
識
に

落
ち
ず
。
心
に
落
着
無
し
。
故
に
但
の
十
劫
と
説
く
。
是
れ
過

去
の
仏
に
非
、さ
る
こ
と
を
顕
す
な
り
。
然
れ
ば
則
ち
今
の
十
劫

は
、
実
の
十
劫
と
す
。
況
や
三
経
の
説
、
皆
、
実
修
実
証
の
意

旨
を
宣
ぶ
。
中
に
就
き
て
今

『経
』
は
証
誠
の
説
有
り
。
若
し

方
便
赴
機
等
の
説
を
為
さ
ば
、

宣
に
証
誠
有
ら
ん
や
。
今
、
証

誠
の
経
に
「
十
劫
」
と
説
け
り
。
当
に
知
る
べ
し
、
実
の
十
劫

に
し
て
赴
機
常
演
等
の
説
に
非
ざ
る
こ
と
を
。
文
た
、
十
劫
と

知
り
て
、
仰
い
で
信
ず
る
許
り
な
り
。
其
を
但
の
十
劫
と
云
う
。

是
れ
当
流
の
相
伝
な
り
。
強
い
て
穿
撃
を
為
す
べ
か
ら
ず
。
此

の
義
、
亦
た
良
栄
の

『見
聞
』
に
合
す
。
異
流
と
離
も
其
の
義

を
推
す
べ
か
ら
ず
。
拐
、
上
来
の
四
義
は
、
学
者
の
白
情
。「
経
』

に
十
劫
と
説
く
こ
と
、
実
に
其
の
所
以
を
知
ら
ず
。
弥
陀
の
教
法
、

或
い
は
十
万
億
と
言
い
、
或
い
は
十
劫
と
説
き
、
或
い
は
十
念

と
誓
う
。
密
家
に
は
弥
陀
の
大
呪
を
十
甘
露
の
陀
羅
尼
と
称
す
。

未
だ
仏
意
の
深
奥
を
知
ら
ず
。
何
ぞ
凡
慮
を
も
ち
て
之
を
測
ら

ん
。
唯
、
仰
信
す
る
の
み
。
抑
そ
も
三
経
の
所
説
は
唯
、
指
方

立
相
、
信
願
の
宗
致
な
る
が
故
に
、
法
蔵
、

実
修
実
証
成
仏
己

来
、
於
今
十
劫
な
り
。
土
を
指
さ
ば
、
西
方
過
十
万
億
。
是
を

以
ち
て
宗
家
は
三
不
遠
を
以
ち
て

「去
此
不
遠
」
を
会
す
。
未

だ
曾
て
唯
心
浄
土
の
理
を
談
ぜ
ず
。
今
、
十
劫
成
仏
を
解
す
る
に
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亦
た
然
な
り
。
既
に
法
蔵
、
世
自
在
王
仏
の
所
に
し
て
発
心
修

行
し
て
、
六
八
願
を
発
し
、
成
仏
の
授
記
を
蒙
り
、
永
劫
修
行

し
て
覚
を
成
じ
巳
り
て
衆
生
を
度
す
る
こ
と
、
十
劫
な
り
。
経
文
、

既

因
果
始
終
を
説
く

何
ぞ
其
れ
遮
仏
な
ら
ん

況
や

豪

処
処
に
実
成
の
旨
を
釈
し
て
、
「
玄
義
分
」
に
は
「
今
既
成
仏
即

是
酬
因
之
島
」
と
釈
し
、
一
寸
ω町一

『礼
讃
』
に
は
「
彼
仏
今
現
在

世
成
仏
」
等
と
云
う
。
今
の
置
に
は
、
「
正
坐
己
来
経
十
劫
」

と
云
う
。
是
れ
等
の
諸
釈
、
皆
、
是
れ
実
成
。

一
処
と
し
て
遮

仏
と
釈
せ
ず
。
宣
に
本
地
久
成
の
義
を
成
ぜ
ん
や
。
然
る
に
異

流
の
如
く
ん
ば
、
他
経
の
本
地
久
成
の
説
を
以
ち
て
、
赴
機
常

演
等
の
義
を
成
じ
て
、
「
於
今
十
劫
」
の
説
を
壊
す
。
本
地
久
成

は

「法
華
』
の
中
に
出
ず
。
今
の
所
談
に
非
、ず
。
若
し
仏
意
に

約
せ
ば
、
今
に
適
め
た
る
に
非
ざ
る
な
り

E
の
意
。
天
台

『文
句
』

九
之

一
理
ハ紙
に
云
わ
く
、
「
開
近
顕
遠
亦
諸
仏
同
道
」
と
。
当
に

知
る
べ
し
、
亦
た
弥
陀
の
久
成
を
妨
げ
やさ
る
こ
と
を
。
然
り
と

離
も
、
仏
意
他
力
の
実
体
な
り
。
情
を
以
ち
て
解
し
て
赴
機
常

演
等
と
す
る
こ
と
を
得
ず
。
蓋
し
是
れ
浄
宗
の
深
旨
、
当
流
の

正
義
な
り
。
文
た
、
或
が
云
わ
く
、
実
成
遮
仏
は
古
来
の
二
説

な
り
。
但
し

『首
経
』
の
説
、
同
名
異
体
、
事
相
亦
た
別
な
り
。
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那
ん
ぞ
、
須
く
濫
同
す
べ
き
。
其
の
外
、
何
の
処
に
か
、
更
に

所
撮
有
ら
ん
。
此
に
由
り
て
乃
ち
知
り
ぬ
。
実
成
の
仏
な
り
と
。

問
う
、
異
説
、
既
に
聞
き
つ
。
結
帰
、
何
の
説
ぞ
。
答
う
、
倶

に
是
れ
伝
述
な
り
。
故
に
開
く
決
し
難
し
。
僻
し
て
来
哲
に
譲
れ
。

試
み
に
定
当
を
垂
れ
よ
。
人
有
り
、
難
じ
て
日
わ
く
、
若
し

「首

経
』
に
依
ら
ば
、
弥
陀
は
是
れ
述
仏
な
り
。
遁
は
則
ち
方
便
な

り
。
奈
何
ん
ぞ
、
信
仰
す
る
に
足
ら
ん
や
。
余
、
須
く
弾
じ
て

言
う
べ
し
。
此
れ
良
難
に
非
ず
。
遊
中
の
所
作
、
若
し
実
無
く

ん
ば
、
法
華
開
権
も
亦
た
虚
と
や
為
ら
ん
。
立
難
、
既
に
非
な

り
。
出
義
、
見
つ
べ
し
。
今
、
調
わ
く
、
縦
い
漣
仏
な
り
と
難
も
、

実
に
し
て
本
に
違
せ
ず
。
不
思
議
は

一
な
り
。
斯
れ
之
の
謂
い

か
。
況
や

「首
経
』

の
説
も
、
定
準
と
為
す
と
難
も
、
略
し
て

之
を
求
む
る
に
、
凡
そ
其
に
二
有
り
。

一
に
は
云
わ
く
、
同
名
、

多
き
が
故
に
。
彼
の

「経
』
所
説
十
二
の
知
来
、
前
後
の
二
仏、

其
の
名
、
偶
た
ま

『大
経
」
と
相
い
似
た
り
。
然
れ
ど
も
、
同
名
、

甚
だ
多
し
。
如
何
ぞ
、
名
を
執
し
て
師
す
く
可
ω
N
Z
同
体
と
せ
ん

ゃ
。
二
に
は
云
わ
く
、
事
相
別
な
る
故
に
。
彼
の

『経
」
に
は
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既
に
、
相
継
す
る
こ
と

一
劫
と
日
う
。
当
に
知
る
べ
し
、
古
仏

久
し
く
己
に
滅
度
す
。
宣
に
現
在
説
法
の
仏
に
同
ぜ
ん
や
。
学
者、

詳

審

に

せ

よ

置

控

中

、

十

紙

。
今
、
私
に
云
わ
く
、

『首
経
』
十
二
光
仏
は
同
名
器

は
相
伝
の
御
義
な
り
。
記
主
の

『口
筆
抄
』
に
云
わ
く
、
問
う
、

『
首
廷

に

十
二
光
仏
を
説
く
は
、

是
れ
前
後
入
滅
の
仏
な
り
。何
ぞ
今
、

一
仏
の
異
名
な
ら
ん
や
。答
う
、
同
名
異
体
の
な
り
仏
(
己
上
)
。

良
栄
の
云
わ
く
、
相
伝
の
意
は
、
彼
の

『首
経
」
の
十
二
光
仏
を
ぱ
、
別
仏
と
す
。
思
択
す
べ
き

な
り
。『
望
西
見
聞
」
五
巻
、
十
三
紙
、
之
を
引
く
。
上
来
「
於
今
十
劫
」
の
下
、

『記
」
中
、
品
川

四
紙
、
同

「私
妙
』
中
、
品
川
紙
、
豆
直
五
巻
、
廿

一
紙
、
同

『見
聞
」
五
巻
、
立

一紙、

『直
牒
』

六
巻
、

十
七
紙
、
己
下
、
並
び
に

『大
経
』
上
回
十
紙
。「
凡
股
十
劫
」
の
処、

『議
録
」、
併
せ
見
よ
。

因
に
問
う
、
逃
は
近
く
、
本
は
速
し
。『
法
華
』
の
如
き
は
、
今
日
を
逃
と
云
い
、
久
速
を
本
と

す
る
な
り
。
今、

何
ぞ
十
劫
の
近
き
を
実
と
し
、

恒
沙
劫
の
遠
き
を
仮
説
と
云
わ
ん
。
答
う
、
時

分
長
短
の
相
、
定
準
に
非
ず
。
仏
、
機
に
対
し
て
近
会
選
と
説
き
、
短
を
長
と
説
く
等
な
り
。『
首

経
」
と
今

「経
』
と
、
相
対
す
る
時
、

『首
経
」
に
十
二
光
仏
を
説
く
図
、
明
ら
か
な
り
。
今

『綬
』

は
直
弁
な
り
。
然
る
に
直
弁
は
、
遊
に
し
て
、
何
ぞ
図
、
明
実
な
ら
ん
。
況
や

4
劫
を
説
く
今

『経
」

門
川

に
は
証
誠
有
り
。
久
遠
と
説
く

『首
経
」
に
は
証
誠
無
き
を
や
。
己
上
は
良
夫
師
の
問
答
な
り
。

又
た
、
或
る
も
の
云
わ
く
、

問
う
、
若
し
強
い
て
赴
機
の
説
に
非
ず
と
為
さ
ぱ
、

今

互

に

は

本
地
久
地
の
義
無
し
。
若
し
爾
ら
ば
円
実
の
教
、
還
り
て
権
教
に
同
す
、
如
何
。
答
う
、
所
難
は

偏
に
台
宗
の
談
に
依
る
。
彼
の
怠
は
、
専
ら
法
花
に
開
権
、
顕
実
、
関
述
、
顕
本
を
説
く
。
以
ち

て
規
模
と
す
。
今

『経
」
は
、
爾
ら
ず
。
凡
そ
諸
教
の
来
た
る
こ
と
は
、
処
別
、
時
別
、
対
機
別
、

利
益
別
の
放
な
り
。
是
の
故
に
、
彼
の
翠
』
は
、
釈
迦
本
迩
の
成
道
を
宣
説
し
て
在
世
上
繍
を

利利
益 f
別 。
の此
故の

SE 
'は

濫 唯

if 
の沼
鋪遣
を ι

以主

主言
兵員
り後
笠の

2 高
と!最

勿子品 。
"4河

己fi.
上乃
)ち

窪器

室買

私
世
の
怠
。
。

十 .
八 無
円量
浄 無
の 羽

t言
問 語

萱 T
盟 は相 、

需 声

昌思

すmき
る

と
は

報
身

-
皆
阿
羅
漢
と
は
、
彼
の
土
に
は
実
の
阿
羅
漢
に
非
ず
。
是
れ
、

余
方
に
因
順
す
る
の
み
。
問
う
、
中
三
品
に
依
る
に
、
又
た
、

前
三
果
有
り
。
何
ぞ
皆
と
言
う
や
。
答
う
、
今
は
、
終
に
従
い

棚

て
言
を
為
す

「記
」
問答

。
問
う
、
彼
の
土
に
縁
覚
有
り
や
、
無
し

ゃ
。
若
し
有
り
と
謂
わ
ば
、
今
は
只
、
声
聞
の
弟
子
の
み
有
り

と
説
け
り
。
況
や
、
本
願
に
声
聞
無
数
と
立
て
、
縁
覚
を
誓
わ
ず
。

若
し
、
無
し
と
日
わ
ば
、

二
乗
即
ち
是
れ

一
類
の
小
聖
、
既
に

声
聞
有
り
、
争
が
縁
覚
無
か
ら
ん
。
答
う
、
管
見
、
未
だ
窺
が

わ
ず
。
何
ぞ
其
れ
卒
易
に
せ
ん
。
但
し

『荘
厳
経
』
上
七
紙
に
日

わ
く
、
「
世
尊
、
我
れ
可
部
同
一
菩
提
を
得
、
正
覚
を
成
じ
己
る
を

ば
、
所
有
の
衆
生
を
し
て
我
剰
に
生
ぜ
し
む
。
声
聞
縁
覚
の
位

『阿弥陀経随聞講録J書き下し233 



に
住
す
と
難
も
、
百
千
倶
抵
那
由
他
の
宝
剃
の
内
に
往
き
て
偏

く
仏
事
を
作
し
、
悉
く
皆
、
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得
せ
し

む」
。
是
に
知
り
ぬ
。
彼
に
縁
覚
有
る
こ
と
、
明
ら
け
し
。
但
し
、

難
に
至
り
て
は
且
く
声
聞
を
挙
げ
、
以
ち
て
縁
覚
を
摂
す
。
例

せ
ば
、
声
聞
乗
の
中
に
縁
覚
乗
を
収
む
る
が
ご
と
き
の
み
『直解
』
中
、

十
一紙
。
夫
れ
声
聞
は
大
乗
の
根
芽
を
生
ぜ
ず
。
猶
し
高
原
陸
地

に
蓮
華
を
生
ぜ
ざ
る
が
如
し
。
然
る
に
彼
の
敗
種
を
し
て
浄
土

に
生
じ
、

一
乗
の
種
子
を
生
ぜ
し
む
る
こ
と
、
是
れ
弥
陀
如
来
、

不
共
の
別
徳
な
り
。
故
に
処
処
に
声
聞
の
多
な
る
こ
と
を
讃
ず
。

是
れ
即
ち
、
名
の
み
有
り
て
実
に
体
有
る
に
非
ず
。
蓋
し
此
れ

声
聞
を
誘
引
せ
ん
が
為
な
り
。

-
諸
菩
薩
衆
亦
復
加
是
と
は
、
菩
薩
亦
た
多
し
。
声
聞
衆
に
同
じ
。

此
の
故
に
、
合
し
て
「亦
た
復
如
是
」
と
云
う
。「
大
経
」
に
日
わ
く
、

「目
蓮
等
の
如
き
、
百
千
万
億
那
由
他
劫
に
於
い
て
、
彼
の
初
会

の
声
聞
菩
薩
を
計
る
に
、
知
る
所
の
数
は
、
猶
を

一
滞
の
如
し
。

副

其
の
知
ら
ざ
る
所
は
、
大
海
の
水
の
知
し
」。

-
舎
利
弗
彼
仏
国
土
等
と
は
、
問
う
、
上
来
、
但
、
仏
及
び
聖

衆
を
説
く
。
是
れ
極
楽
の
名
義
を
顕
示
す
る
に
非
ず
。
何
が
故
ぞ
、

結
し
て
国
土
荘
厳
と
為
す
。
答
う
、
依
正
の
功
徳
、
相
応
に
し
て
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互
に
顕
す
。『
性
生
論
』
の
依
報
荘
厳
の
十
七
種
の
中
に
、
主
と

替
属
と
大
義
門
と
の
功
徳
有
る
が
如
き
な
り
。
是
れ
亦
た
、
互

酬

に
顕
す
故
な
り

存
邑

品川
七
紙
の
意
な
り
。
嗣るに
此
の
聞
は、恋
心
の
『
略
記
」
の

術

開
起
な
り
。
彼には
二
解
を
設
け
て
、
広
く
溢
ず
。
作はきて
見
よ
。

皆
是
阿
韓
蹴
致
と
は
、
自
下
は
菩
薩
の
所
得
を
挙
ぐ
。
阿
斡
践
致
、

亦
た
阿
惟
越
致
と
名
づ
く
。
此
に
は
不
退
転
と
云
う
阿
の
言
は
、
不
な

り
。
僻盤以とは、

此
に
退
転
と
云
う
。
置
E
中
、
十
五
紙
。。

不
退
に
多
一
吋
ωωσ
一

種
有
り
。
今
は
則
ち
処
不
退
な
り
。
元
暁
、
迦
才
、
慈
恩
等
の

諸
師
、
皆
、
処
不
退
と
云
え
り
。
此
れ
、

宗
家
に
同
じ
。
然
る

に
此
の
処
不
退
は
、
始
終
に
通
ず
。
若
し
始
に
約
さ
ば
則
ち
処

不
退
。
若
し
終
に
約
さ
ば
則
ち
位
、
行
、
念
に
通
ず
。
其
の
人
、

不
退
に
非
ず
と
離
も
、
彼
の
土
、
不
退
転
の
処
な
る
が
故
に
、

不
退
に
し
て
、
終
に
仏
果
に
至
る
な
り
。
処
不
退
の
名
目
は
、

「西

聞

方
要
決
』
に
尚
ず
。

-
一
生
補
処
と
は
、
今
、

言
う
所
の

一
生
は
、

最
後
品
無
明
の

一
生
な
り
。
若
し
位
に
約
せ
ば
、
等
覚
の

一
生
を
指
す
。
此
れ
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必
至
補
処
の
願
成
に
由
る
。
積
土
の
如
く
ん
ば
、
弥
勅
、
都
卒

の

一
生
を
隔
て
て
仏
処
を
補
な
う
。
故
に

一
生
補
処
と
云
う
。

爾
る
に
極
楽
は
報
土
に
し
て
報
身
入
滅
の
義
、
無
し
。
知
何
ん

が

一
生
補
処
を
成
ず
る
や
。
調
わ
く
、
彼
の
土
は
弥
陀
無
漏
智

よ
り
変
起
し
て
、
成
仏
し
給
う
国
土
な
る
が
故
に
、
実
に
無
量

寿
な
り
。
今
、
彼
の
土
の
菩
薩
、
補
処
と
言
う
は
、
他
方
随
縁

の
国
土
に
往
き
て
、
別
に
仏
国
土
を
成
就
し
、
成
仏
を
唱
う
る

な
り
。
補
処
の
義
、
斯
に
在
る
の
み
。
具
さ
に
は

『略
記
」
の

棚

如
し
。

-
其
数
甚
多
非
是
算
数
乃至

阿
僧
祇
劫
説
と
は
、
問
う
、
恒
沙
塵

数

一
言
の
中
に
説
く
べ
し
。
何
ぞ
多
劫
を
経
て
補
処
の
数
を

説
く
や
。
解
し
て
日
わ
く
、

『称
讃
経
』
補
処
の
文
に
云
わ
く
、
「
無棚

数
量
劫
、
其
の
功
徳
を
讃
す
る
に
、
終
に
尽
す
こ
と
能
わ
ず
」
。

人
数
を
言
わ
ず
。
然
る
に
今

『経』

の
意
に
云
わ
く
、
若
し
総

数
に
依
ら
ば
、

一
言
に
弁
じ
つ
べ
し
。
今
、
算
法
に
依
る
が
故

"
 

に
劫
数
を
経
る
な
り
U
K
EM位
十
九
紙
。
然
る
に
此
れ
且
く
非
数

量
の
数
量
を
示
す
。
実
に
は
則
ち
設
と
い
劫
数
を
経
る
と
も
亦

た
説
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

一
本
に
劫
の
字
無
し
。
此
れ
即
ち

不
可
説
を
顕
す
。
『
大
本
」
に
「
十
方
諸
仏
の
名
号
及
び
菩
薩
比

可
ω
吉
一
丘
の
彼
の
国
に
生
ず
る
者
を
説
く
こ
と
、
昼
夜

一
劫
す
と

も
尚
、
未
だ
覚
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
云
う
が
如
し
。『
唐
訳
』
に

五
わ
く
、
「

一
切
、
皆
、
是
れ

一
生
所
繋
に
し
て
、
種
々
微
妙
の

功
徳
を
具
足
せ
り
。
其
の
量
、
無
辺
に
し
て
称
、
げ
て
数
う
べ
か

ら
ず
。
仮
使
い
無
数
量
劫
を
経
る
と
も
、
其
の
功
徳
を
讃
す
る
に
、

終
に
尽
す
こ
と
能
わ
ず
」
巴
t
。
今
、
上
来
の
意
の
云
わ
く
、
無

量
無
辺
阿
僧
祇
劫
に
も
其
の
数
を
知
る
べ
か
ら
ず
と
言
う
事
な

り-
舎
利
弗
衆
生
聞
者
と
は
、
上
来
は
既
に
浄
土
の
荘
厳
を
讃
歎

し
て
、
衆
生
を
し
て
彼
の
土
を
欣
慕
せ
し
む
。
即
ち
上
来
の
依

正
二
報
の
荘
厳
快
楽
を
聞
く
者
を
指
す
。

-
応
当
発
願
と
は
、
白
下
は
念
仏
を
以
ち
て
浄
土
に
生
ず
る
こ

と
を
勧
む
。
故
に
「
応
当
発
願
」
と
云
う
。
発
願
、
別
に
非
ず
。

次
の
「
願
生
彼
国
」
、
即
ち
発
願
な
り
。
然
る
に
行
は
是
れ
正

因
、
願
は
是
れ
勝
縁
。
願
行
、
相
い
扶
け
て
正
に
往
果
を
成
ず
。

若
し
発
願
無
く
ん
ば
、
行
を
立
つ
る
に
由
無
し
。
是
の
故
に
先

お
よ
そ

づ
発
願
を
勧
む
。
大
凡
、
願
心
は
是
れ
出
離
の
本
基
、
亦
た
往
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生
の
眼
目
な
り
。
是
の
故
に
、
宗
家
の

『讃
文
』
毎
段
、
其
の

始
め
に
重
累
し
て
「
願
往
生
」
の
言
を
安
置
す
。
亦
た
此
の
段

に
於
い
て
、
不
願
の
衆
生
を
誠
め
て
日
わ
く
、
「
貧
に
由
り
、
罪

を
造
り
、
未
だ
心
驚
か
ず
。
此
の
人
皮
に
裏
め
る
瞳
骨
に
狂
い
、

三
塗
に
自
ら
入
ら
ん
こ
と
、
須
く
争
う
べ
か
ら
ず
。
誓
願
し
て

頓
に
世
間
の
栄
を
捨
て
よ
」
、
と
。
大
師
、
婆
心
、
甚
だ
し
。
読
者
、

心
を
留
め
よ
己
上
『
合
連

。

-
所
以
者
何
と
は
、
前
を
踊
ん
で
徴
起
す
。

-
諸
上
善
人
と
は
、
前
の
声
聞
、
菩
薩
、

一
生
補
処
を
指
す
な
り
。

問
う
、
総
じ
て
依
正
の
荘
厳
の
勝
る
る
を
承
け
て
以
ち
て
発
願

の
由
致
と
為
す
べ
し
。
何
ぞ
聖
衆
に
局
る
や
。
答
う
、

此
の
中
、

E
く
衆
生
の
愛
楽
に
随
う
が
故
に
、
菩
薩
と
倶
に
会
す
こ
と
を

勧
む
。「
宝
積
経
』
「
普
明
菩
薩
会
」
に
云
う
が
如
し
。
「月
、
初

め
て
出
づ
る
時
、
可
ω舎
一
衆
人
愛
敬
す
る
こ
と
満
月
に
蹄
え
た
る

が
如
し
。
是
の
如
く
、
迦
葉
、
我
語
を
信
ず
る
者
、
菩
薩
を
愛

敬
す
る
こ
と
、
如
来
に
過
ぎ
た
り
。
所
以
は
何
ん
。
諸
の
菩
薩
、

知
来
を
生
ず
る
に
由
る
が
故
に
」

巳上、『記
」。

或
い
は
、
発
願
の

由
致
、
実
に
は
依
正
の
荘
厳
に
通
ず
べ
し
。
今
の
文
、
且
く
前

の
所
説
を
指
す
の
み
。
然
れ
ば
則
ち
、
依
報
も
亦
た
含
ん
で
発
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願
を
勧
む
べ
き
の
道
理
、
必
ず
然
な
り
。
文
は
隠
と
難
も
、
義

は
必
ず
須
ら
く
有
る
べ
き
が
故
に
。『
唐
訳
」
に
日
わ
く
、
「
皆
、

発
願
し
て
彼
仏
土
に
生
ず
べ
し
。
所
以
は
何
ん
。
若
し
彼
の
土

に
生
ず
れ
ば
、
是
の
知
き
の
無
量
功
徳
衆
の
荘
厳
す
る
所
の
諸

の
大
士
と
同

一
に
集
会
す
る
こ
と
を
得
。
無
量
功
徳
衆
の
荘
厳

す
る
所
の
清
浄
仏
土
、
大
乗
の
法
楽
を
受
用
し
て
、
常
に
退
転

無
く
、
無
量
の
行
願
、
念
念
に
増
進
し
て
速
か
に
無
上
正
等
菩

提
を
証
す
る
故
に
。」
己上

。
拐
、
此
の

一
段
は
、
発
願
を
勧
む

る
安
心
な
る
が
故
に
。
願
生
彼
国
と
云
う
は
、
即
ち
横
の
三
心

な
り
。
繭
る
に
此
の
文
は
、
唯
願
得
生
の
模
様
に
見
ユ
ル
故
に
、

迦
才
師

『浄
土
謹

中
、
五
紙
十
二
紙
は
、
此
の
文
及
び
、
下
の
三
世
発

願
の
文
を
謬
り
て
別
時
意
と
す
る
な
り
。
此
の
義
、
全
く
然
ら
ず
。

今
の
文
は
、
先
づ
発
願
を
勧
め
、
次
に
行
を
説
き
て
勧
む
。
願

行
具
足
し
て
、
正
に
往
生
を
得
る
次
第
な
り
。
謬
り
て
唯
発
願

を
勧
む
と
言
う
べ
か
ら
ず
。

-
不
可
以
少
善
根
等
と
は
、
此
れ
念
仏
を
説
か
ん
が
為
に
、
預

め
雑
善
を
簡
し
た
ま
う
な
り

老
師
の
弁
に
云
わ
く
、
-
話
般
と
は
往
生
行
の
中
に
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雑
行
を
指
し
て
少
善
根と
云
う
。聖道
家
の
万
行
を
指
す
に
非
ず
。型
過は此
土
得
脱
の
故
に、「不

可以
少普
根
」
と
は
説
く
べ
か
らず
。
爾
れ
ば
浄
土
往
生
の
中
の
万
行
を
指
し
て
少善
根と
云
う

な
り
。
『讃
』
に
日
わ
く
、
「
極
楽
無
為
浬
繋
界
、
随
縁
の
雑
善
恐

く
は
生
じ
難
し
。
故
に
知
来
、
要
法
を
選
ん
で
教
え
て
弥
陀
を

念
ぜ
し
む
る
に
専
ら
に
し
て
復
ま
た
専
ら
な
ら
し
む
」
。
霊
芝

草

疏
」
廿
九
紙
日
わ
く
、
「
如
来
、
持
名
の
功
徳
を
明
か
さ
ん
と
欲
し
て

先
づ
余
善
を
舵
し
て
少
可

ω
F一善
根
と
す
。
所
謂
る
、
布
施
、
持

戒
、
立
寺
、
造
像
、
礼
諦
、
坐
禅
、
機
念
、
苦
行
、

一
切
の
福

業
、
若
し
正
信
回
向
願
求
無
く
ん
ば
、
皆
、
少
善
と
す
。
往
生

の
因
に
非
ず
。
若
し
此
の

「経
」
に
依
り
て
名
号
を
執
持
す
れ

ば
、
決
定
し
て
往
生
す
。
即
ち
知
り
ぬ
、
称
名
は
是
れ
多
善
根

抽

福
な
り
」
己
上
。
記
主
の
云
わ
く

「記
』
下、

五
紙、

「霊
芝
の
所
解
、

剛

今
家
に
似
類
せ
り
」

己上

。
霊
芝

『義
疏
』
の
意
の

『決
疑
位
五
巻
、

甘
九
紙
云
わ
く
、
「
余
善
は
正
信
、

立
し
難
く
し
て
、
多
分
不
生
な
り
。

故
に
非
因
と
云
う
。
全
く
不
生
に
は
非
ざ
る
な
り
。
念
仏
は
正

問

信、
立
し
易
し
。
決
定
往
生
す
。
故
に
多
善
と
云
う
」。
今、
云
う、

問
う
、

『双
巻
」
及
、び

『観
経
」
の
上
六
品
に
、
皆
、
万
行
を
説

き
、
同
く
、
来
迎
に
預
か
る
。
今
、
何
ぞ
余
行
不
生
と
云
う
や
。

答
う
、
両

『経
」
は
随
他
の
前
に
且
く
余
行
を
説
く
と
離
も
、

二
仏
の
随
自
意
、
唯
、
念
仏
に
在
り
。
故
に
第
十
八
願
の
中
に
、

余
行
を
選
捨
し
て
、
念
仏
の

一
法
を
取
り
、

立
て
て
本
願
と
す
。

『観
経
」
の
中
に
は
、
唯
、
念
仏
の

一
法
を
付
属
し
た
ま
う
。
蓋

し
是
れ
劣
機
に
望
む
る
に
、
余
行
は
修
し
難
く
、
能
持
の
安
心

も
亦
た
堪
え
ざ
る
が
故
に
、
動
ず
れ
ば
則
ち
中
絶
し
て
、
浄
土

の
楽
を
取
り
難
し
。
是
を
以
ち
て

『
寿
』
『
観
』
両
経
に
は
、
堪

能
の
機
の
為
に
之
を
説
き
、
今

『経
』
は
不
堪
の
機
を
し
て
余

善
を
行
ぜ
ざ
ら
し
め
ん
が
為
に
、
嫌
い
て
不
生
と
云
う
。
故
に

叩

釈
家
、
旨
を
得
て

「恐
難
生
」
と
言
え
り
。
全
く
不
生
と
調
う

に
は
非
ず
。
経
文
の
「
不
可
」
の
二
字
、
即
ち
難
の
字
の
意
な

り
。
是
れ
則
ち
大
聖
の
善
巧
、
各
お
の
物
機
に
逗
す
。
又
た
、

『礼

副

讃
』
に
雑
行
に
十
三
の
失
を
釈
せ
り
。
此
等
の
義
を
以
ち
て
助

正
兼
行
の
人
ナ
ド
ハ
振
り
捨
て
て
、

一
向
専
修
ノ
身
ニ
ナ
レ
ト

勧
め
給
う
事
な
り
。
雑
は
行
体
、
本
自
り
難
行
ナ
レ
パ
安
心
も

亦
た
相
続
せ
ざ
る
者
な
り
。
況
や
亦
た
命
終
に
至
る
者
、
俄
に

宣
に
可
ω印
σ
一
持
戒
、
諦
経
等
を
修
す
こ
と
を
得
ん
。
念
仏
は
然

ら
ず
。
是
の
故
に
立
て
て
本
願
と
為
し
た
ま
う
な
り
。
今
は
廃
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立
の
義
門
を
以
ち
て
、
余
行
を
少
善
根
と
す
。
若
し
堪
能
の
機
、

有
り
て
、
修
し
て
往
生
を
得
る
者
は
亦
た
妨
げ
ざ
る
な
り
。
問

ぅ
、
若
し
爾
ら
ば
余
行
は
実
に
は
少
善
根
と
為
ら
ざ
る
や
。
答

ぅ
、
然
ら
ず
。
余
行
は
各
有

一
能
に
し
て
、
実
に
少
善
根
な
り
。

謂
わ
く
、
禅
定
は
散
乱
を
止
め
、
布
施
は
貧
を
治
す
る
等
な
り
。

称
名
念
仏
は
阿
弥
陀
仏
、
困
地
に
万
行
を
修
し
得
て
、
果
位
に

万
徳
を
得
、
其
の
万
徳
の
カ
タ
マ
リ
ヲ
名
づ
け
て
阿
弥
陀
と
す
。

功
徳
の
緊
者
な
り
。
況
や
無
漏
の
法
は
、
名
体
不
離
な
る
が
故
に
、

名
号
の

一
法
、
無
量
無
辺
の
功
徳
を

一
数
に
緊
め
、
之
を
持
す
。

誓
え
ば
屋
舎
の
名
字
の
中
に
は
棟
梁
様
柱
等
を
摂
す
る
が
如
し
。

故
に
余
行
を
少
善
根
と
名
づ
け
、
念
仏
を
多
善
根
と
す
。
是
を

以
ち
て
今

『経
』
に
は
歎
じ
て
不
可
思
議
功
徳
と
言
う
。『
大
経
』

闘

に
は
「
無
上
功
徳
」
と
説
く
な
り
上
来
、
富
疑
位
五
巻
、

H
九
紙
己
下
の
釈

山
川

怠なり
。
文
た
、
少
普
回世
に
就
き
て
諸
師
、
異
解
、
多
端
な
り
。
之を
容
す
。
具
さ
に
は
『
記
』

叩
》

下
三
紙
己
下
、
之
を
献
す
c

善
男
子
善
女
人
と
は
、
是
れ
戒
善
処
中
の
二
善
に
広
く
通
ず
と

難
も
先
は
処
中
の
善
人
を
指
す
な
り
。
戒
善
と
は
、
受
戒
の
人

な
り
。
処
中
の
普
と
は
、
受
戒
せ
ず
と
離
も
七
支
の
悪
を
制
す
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る
人
な
り
。
今
、
戒
を
持
た
ず
と
雛
も
本
願
名
号
を
信
ず
る
に

依
り
て
、
自
ら
防
非
止
悪
し
て
善
人
と
成
る
。
此
を
処
中
の
善

人
と
云
う
。
も
と
よ
り
戒
善
は
勝
れ
、
処
中
の
善
は
劣
な
り
。

然
る
に
本
願
は
、
広
く
有
戒
無
戒
善
人
悪
人
に
通
ず
。
之
に
依

り
て
宗
家

『観
念
門
」
の
廿
七紙

証
生
増
上
縁
に
今
の
文
を
引
い

て

「一

切
造
悪
の
凡
夫
」
と
言
え
り
。
元
祖
大
師
も

『漢
語
灯
」三

巻
十
紙
「
此
の
文
、

善
男
善
女
と
日
う
と
離
も
意
、
悪
人
を
兼
ぬ
」

と
言
え
り
。
是
の
故
に
今
処
中
の
善
を
取
る
。
可
ω
F一
況
ん
や
戒

善
人
を
や
。
拐
、
本
願
は
悪
人
の
侭
に
て
往
生
す
と
云
う
は
甚

だ
謬
り
な
り
。
悪
人
の
侭
、
悪
を
改
め
ず
し
て
往
生
を
得
と
云

う
に
は
非
ず
。
縦
い
、

悪
人
な
れ
ど
も

一
度
び
本
願
に
帰
し
て

己
後
、
所
修
の
念
仏
、
常
に
僻
怠
せ
ず
、
随
分
に
悪
を
止
め
ん
と
、

此
の
思
い
に
住
す
と
離
も
、
随
い
て
犯
れ
ば
随
い
て
織
す
。
恒

に
是
れ
善
人
な
り
。
是
を
以
ち
て

『経
」
に
「
善
男
善
女
」
と

説
き
た
ま
う
な
り
。
爾
る
に
世
人
多
く
謬
り
て
、
浄
土
教
の
意
は

悪
人
の
侭
、
悪
を
改
た
め
ず
、
直
ち
に
往
生
を
得
と
云
う
。
若

し
悪
人
の
侭
な
ら
ば
、
仏
、
何
ぞ
善
男
善
女
と
讃
歎
し
た
ま
わ
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EE ん

スで
は
善但
人三
~ 7c 

b中

長偏
失 2
こJ 士T

X 警
ナ妻
ガ盟
ラ八

往 翌
午御

支邑
」ー第

ト町 立
青写巻
、;';:'四
つ叫…
は、川

聖
道
門
の
若
く
ん
ば
心
機
を
改
む
る
と
雄
も
、
浄
土
門
は
心
機

を
改
め
ざ
る
故
に
爾
か
云
え
り
。
兎
角
、
悪
人
の
侭
往
生
ス
ル
ト

云
ウ
コ
ト
ニ
ハ
非
ズ
。
悪
人
生
ス
レ
パ
ト
テ
悪
ヲ
働
カ
シ
テ
生

ス
ル
ニ
ハ
非
ズ
。
悪
ヲ
其
の
侭
置
テ
其
ノ
悪
ヲ
断
ぜ
ず
し
て
生

ズ
ル
ヲ
、
悪
人
ハ
悪
人
ナ
ガ
ラ
生
ス
ト
云
ウ
こ
と
な
り
。
故
ニ

「
不
断
煩
悩
得
浬
喋
分
」
と
云
う
。
是
、
宗
門
ノ
人
、
多
く
誤
ル

こ
と
な
り
。
尤
モ
料
簡
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
元
祖
大
師
云
わ
く
、

「
『経
』
に
日
わ
く
、
《
若
有
善
男
子
善
女
人
乃
至

一
心
不
乱
》
と
は
、

此
れ
即
ち
専
修
正
行
念
仏
三
昧
の
文
な
り
。
此
の
文
の
中
に
四

意
有
り
。

一
に

《
若
有
善
男
子
善
女
人
》
と
は
、
是
れ
乃
ち
念

仏
の
行
者
を
指
す
な
り
。
此
の
文
、
善
男
善
女
と
日
う
と
雌
も
、

意
、
悪
人
を
兼
ぬ
。
是
の
故
に
善
導
、
此
の
文
を
釈
し
て
云
わ

く、

《
若
し
は
仏
在
世
、
若
し
は
仏
滅
後
、

一
切
造
悪
の
凡
夫
、
但
、

能
く
廻
心
し
て
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
て
可

ω
E一
浄
土
に
生
ぜ
ん
と

調

願
ず
れ
ば
、
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
》
と
。
二
に

〈執
持
名
号
》

と
は
、
此
れ
正
修
念
仏
な
り
。一二
に

〈若

一
日
乃
至
七
日
V

と
は

是
れ
念
仏
三
昧
を
修
す
る
時
節
の
延
促
な
り
。
四
に

〈一

心
不

乱
〉
と
は
、
念
仏
を
修
す
る
時
、
心
散
乱
せ
ず
至
誠
信
心
に
専

ら
仏
名
を
念
ず
。
是
れ
即
ち
往
生
の
修
固
な
り
己
上
」
。『
漢
語
灯
』

三
十紙

。
『
観
経
」
下
品
上
生
の
悪
人
を
、
仏
、
讃
じ
て
善
男
子

と
言
う
。
是
れ
本
と
悪
人
ナ
レ
ド
モ
回
心
念
仏
す
る
故
に
即
ち

悪
障
を
減
す
。
是
の
故
に
讃
じ
て
善
と
言
う
。
廻
心
念
仏
の
者

は
全
く
悪
人
に
は
非
ず
。
学
者
宜
し
く
思
択
須
べ

し

言
」
下
、
八
紙

信

見
よ
。
」
。
『
和
語
灯
」
第
五
凶
十
八
民
に
云
わ
く
、
「
本
願
ノ
念

仏
ニ
ハ
独
り
タ
チ
セ
サ
セ
テ
助
ヲ
サ
、
ヌ
な
り
。
助
サ
ス
程
ノ

人
ハ
極
楽
ノ
辺
地
に
生
ル
。
助
ト
申
ス
ハ
、
智
恵
ヲ
モ
助
ニ
サ
シ

持
戒
ヲ
モ
助
ニ
サ
シ
、
道
心
ヲ
モ
助
ニ
サ
シ
、
慈
悲
ヲ
モ
助

サ
ス
な
り
。
善
人
ハ
善
人
ナ
ガ
ラ
念
仏
シ
、
悪
人
ハ
悪
人
ナ
ガ

ラ
念
仏
シ
テ
、

夕
、
生
レ
ツ
キ
ノ
マ
、
ニ
テ
念
仏
ス
ル
人
ヲ
、

念
仏
ニ
助
サ
、
ヌ
ト
ハ
申
ス
な
り
。
サ
リ
ナ
ガ
ラ
モ
悪
ヲ
ア
ラ

タ
メ
テ
善
人
卜
ナ
リ
テ
念
仏
セ
ン
人
ハ
、
仏
ノ
御
意
ニ
カ
ナ
ウ

ベ
シ
。
カ
ナ
ワ
ヌ
モ
ノ
ユ
エ
ニ
、

ト
ア
ラ
ン
カ
ク
ア
ラ
ン
ト
思

ヒ
テ
、
決
定
ノ
心
ヲ
コ
ラ
ス
人
ハ
往
生
不
定
ノ
人
ナ
ル
ベ
シ

『御

伝
」
第
什
一巻
。
に
も
出
で
た
り
。刀
法
問
先
晶
』
に
も
山
ず
。」。
同
『利
抗
日
第
四
川
凶
紙
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に
云
わ
く「
農
房
長
す
御
詞
」
なり
。
、
「
念
仏
申
ス
機
ハ
生
レ
付
ノ
侭
ニ

テ
申
ス
な
り
。
サ
キ
ノ
可
ωロ
一
世
ノ
業
ニ
ヨ
リ
テ
今
生
ノ
身
ヲ
パ

ウ
ケ
タ
ル
事
ナ
レ
パ
、
今
世
ニ
テ
ハ
、

エ
ナ
ヲ
ア
ラ
タ
メ
ヌ
事

な
り
。
タ
ト

エ
パ
女
ノ
人
男
子
ニ
ナ
ラ
パ
ヤ
ト
思
へ
ド
モ
、
今

生
ノ
ウ
チ
ニ
ハ
男
子
ト
ナ
ラ
ザ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。
智
者
ハ
智
者

テ
申
シ
、
患
者
ハ
愚
者
ニ
テ
申
シ
、
慈
悲
者
ハ
慈
悲
ア
リ
テ
申

シ
、
樫
貧
者
ハ
樫
食
ナ
ガ
ラ
申
ス
。

一
切
ノ
人
、
皆
カ
ク
ノ
ゴ

ト
シ
。
サ
レ
パ
コ
ソ
阿
弥
陀
ホ
ト
ケ
ハ
十
方
衆
生
ト
テ
ノ
広
ク

願
ヲ
パ
発
シ
テ
マ
シ
マ
セ
シ
」
。『
帰
命
本
願
紗
」上
に
云
わ
く
、
「
人

コ
ト
ニ
女
ハ
ア
マ
ニ
モ
成
リ
男
ハ
法
師
ニ
モ
ナ
リ
テ
、
在
家
ノ

塵
ニ
モ
汚
サ
レ
ヌ
妄
念
ノ
濁
ヲ
モ
澄
シ
テ
ゾ
仏
ノ
御
意
ニ
ハ
契

ハ
ン
ズ
ル
ト
思
ヘ
ル
程
ニ
、
今
ノ
我
身
ハ
本
願
ノ
ヨ
ソ
ナ
ル
物

ニ
ナ
リ
ヌ
。
斯
テ
ハ
ア
タ
ラ
念
仏
モ
徒
ラ
物
ト
ナ
ル
心
地
ニ
テ
、

仏
モ
ウ
ト
ウ
ト
ト
覚
ユ
レ
パ
卜
云
-R
」
。

-
聞
説
阿
弥
陀
仏
と
は
、
今
「
聞
」
と
言
う
と
難
も
義
、
見
に

通
ず
べ
し
。
慈
恩
の
云
-
つ
に
「
善
友
の
所
に
於
い
て
此
の

阿

弥
陀
経
』

の
中
往
生
の
事
を
聞
き
、
或
い
は
自
ら
尋
覧
し
て
仏

の
名
号
を
執
持
す
」
と

E
E
。
今
は
念
仏
往
生
等
の
事
の
所
説

を
聞
く
な
り
。
巳
に
説
を
聞
く
と
言
う
を
知
り
ぬ
。
是
れ
今
迄

240 

は
聞
か
ざ
る
な
り
。
今
聞
き
て
念
仏
に
帰
す
る
所
の
善
人
ナ
レ

パ
此
れ
処
中
の
善
人
な
り
。

-
執
持
と
は
、
記
主
の

E
下
九
紙
云
わ
く
。
「
称
名
な
り
老
師
の
云

わく
、「
安
心
の
手
を
以
ち
て
名
号の
行
を
執
り
持
つ
なり
」。
」。
『
礼
讃
」
品
川
ヒ
紙
に
、

今
可
ω討
一
の
文
を
引
い
て
、
「
一
心
に
仏
を
称
し
て
乱
れ
ず
」
と

云
う
を
以
ち
て
の
故
に
。
孤
山
の

『疏
』
廿
紙
云
わ
く
、
「
執
は
謂
わ

く
執
受
。
持
は
調
わ
く
任
持
な
り
。
信
力
を
以
ち
て
の
故
に
執

受
し
て
心
に
在
り
。
念
力
を
以
ち
て
の
故
に
任
持
を
忘
れ
ず
」
と
。

今
云
わ
く
、
執
持
名
号
と
は
所
詮
相
続
し
て
念
仏
ス
ル
ヲ
云
う

な
り
。

-
若
一
日
等
と
は
、
是
れ
即
ち
多
善
根
を
顕
す
な
り
。
問
う
。

一
日
七
日
は
臨
終
の
念
仏
と
や
せ
ん
。
尋
常
の
別
行
と
や
せ
ん
。

答
う
。
尋
常
の
別
行
な
り
。『
讃
」
に
云
わ
く
、
「
七
日
七
夜
、

品心
守無
E 間
蒔 lニ
ロ長
存時

品。
む定旦

五行
わ私

く-
H 決

彩竪
の E竺
(T 戸

念~
?き Jt十

倍持
し 三

エお
窟く

じua E 
」山れ

と七

三日
行

四

倍
々
皆
然
な
り
」
。
既
に
長
時
に
対
し
て
七
日
と
云
う
。
知
り
ぬ
、

是
れ
別
行
な
る
こ
と
を
尋
常
の
別時

。
問
う
、

「観
念
門
』
H
E
紙
に
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云
わ
く
、
「
上
百
年
を
尽
し
、
下
七
日

一
日
十
声
三
声

一
声
等

に
至
る
」
と
。
既
に

一
形
に
対
し
て
下
至
七
日
等
と
言
う
。
是

れ
臨
終
七
日
の
行
を
判
ず
る
に
似
た
り
。
答
う
、
爾
ら
ず
。
彼

の
文
に
言
う
所
の
七
日
等
と
は
、
亦
た
是
れ
尋
常
の
別
行
な
り
。

但
し
百
年

一
声
等
と
言
う
は
、
別
行
を
釈
す
る
に
因
り
て
広
く

長
時
短
時
の
念
仏
を
解
す
る
な
り
。
或
い
は

『弥
陀
経
」
の
七

日
念
仏
は
是
れ
尋
常
の
別
行
な
り
と
雛
も
、
意
、
亦
た
臨
終
に

監 理

主 2
竺 故

紙522 に

観
凡今

芸白
仏 I

を ii
堅其
ヲの
る義
時言
努撃
iきる

者2
40 上

来
r ~ 

志護

一
形
を
尽
し
下
は
七
日
或
い
は

一
日
乃
至
臨
終
迄
を
云
う
ナ
リ

一
日
七
日
と
は
、
老
師
弁
じ
て
云
わ
く
、
「
此
ノ

『経
』
ニ
ハ
少
ヨ
リ
多
ニ
至
リ
、

『大
綬
』
は

乃
至
大
念
、

『観
経
」
は
平
生
/
多
ヨ
リ
臨
終
ノ
少
ニ
↓セ
り
テ
説
き
た
ま
う
な
り
。
時
節
モ
長
ヨ

リ
短
ニ
至
ル
。
『阿
弥
陀
経
」
ハ
短
ヨ
リ
長
ニ
往
ク
次
第
ナ
リ
ロ
此
の

『経
」
ニ

「聞
説
阿
吟
先

仏
」
ト
説
き
テ
臨
終
ニ
此
ノ
名
号
ヲ
聞
き
テ

一
日
申
ン
テ
死
ス
ル
人
モ
布
り
。
成
い
ハ
命
ガ
延
ピ

テ
七
日
ニ
イ
タ
ル
コ
ト
モ
行
リ
ロ
又
た
、

一
日
七
日
ト
説
く
ガ
放
ニ
別
時
念
仏
ナ
リ
ト
云
ウ
コ
ト

モ
有
リ
。
倒
レ
ド
モ
経
文
ノ
面
テ
ハ
臨
終
ナ
リ
。
文
た
、

一
日
ノ
中
ニ
モ
段
々
ア
リ
。
十
二
時
ヲ

一
日
ト
云
ウ
、
其
ノ
一
日
ノ
中
ニ
モ
或
い
ハ
干
返
万
返
十
戸

一
声
モ
有
る
べ
き
な
り
。

一
声
ハ
少

し

と

警

喜

綴

ニ

シ
テ
生
ズ
ル
コ
ト
、
疑
う
べ
か
ら
ず
」
と、

一至

。

今
、
一
寸
皆
同
一
短

を
挙
げ
て
長
を
顕
す
。
是
の
故
に
今

『経」

の
一
日
七
日
を
強

い
て
別
行
と

尋常
別
行
定
め
難
し
。
然
る
に
経
文
の

一
面
は
臨
終

に
近
き
者
に
約
し
て
「
若

一
日
」
等
と
云
う
。
も
と
よ
り
三
経

の
念
仏
は
平
生
に
通
ず
。
別
行
と
臨
終
と
に
若
し

一
往
配
当
せ

ば、

『大
経
』
に
「
雄

一
世
勤
苦
」
と
云
う
。
故
に
平
生
な
り
。

『
観
経
』
は
臨
終
の
念
仏
な
り
。
此
の

『経
』
は
別
時
な
る
故
に
、

宗
家
も
「
七
日
七
夜
心
無
間
長
時
起
行
倍
皆
然
」
と
云
う
。
既

に
長
時
に
対
し
て
「
七
日
」
と
云
う
。
故
に
知
り
ぬ
、
別
行
な

り
。
然
れ
ば
別
行
の
説
と
為
し
て
強
い
て
其
の
失
無
し
。
是
の

故
に
別
行
を
約
し
て
見
れ
ば
別
行
の
文
と
成
る
、
臨
終
に
約
し

て
見
れ
ば
臨
終
の
文
と
成
る
な
り
。
経
文
の
「
若
」

の
字
の
意
、

若
し
臨
終
に
約
し
て
之
を
言
わ
ば
、

一
日
に
し
て
死
す
る
者
有

り
。
二
日
三
日
乃
至
七
日
に
し
て
死
す
る
者
有
り
。
今
、
臨
終

の
短
を
顕
わ
し
て

「
若
一
日
」
等
と
云
う
。
若
し
別
行
に
約
し

て
之
を
言
わ
ば
、
人
の
機
根
に
随
い
て
別
行
を
修
す
る
者
の
長

短
不
定
な
る
が
故
に
「
若
」
と
云
う
。
元
祖
大
師
の

『御
信
第
U
四

巻
初
約
言
わ
く
、
「
此
の

「経
」
に
一
日
七
日
ト
一五
ヘ
ル
ヲ
タ
ダ
一

ひ
が
ご
と

日
七
日
に
限
ル
ト
意
得
ル
ハ
僻
事
な
り
。
善
導
和
尚
ノ

『
観
経

『阿弥陀経随聞講録』書き下 し241 



ノ
疏
」
ニ
上
品
上
生
ノ

一
日
七
日
を
釈
し
給
う
に
、

《具
此
功
徳

従
り
、
以
下
、
正
し
く
修
行
の
時
節
延
促
を
明
す
。
上
に

一
形

を
尽
し
、
下

一
日

一
時

一
念
等
に
至
る
。
或
い
は

一
念
十
念
従
り
、

一
時

一
日

一
形
に
至
る
。
大
意
は

一
た
び
発
心
し
て
己
後
誓

い
て
此
生
を
撃
る
ま
で
退
転
有
る
こ
と
無
し
。
唯
、
浄
土
を
以

ち
て
期
と
す
〉
と
判
ジ
給
へ
リ
。
此
の
釈
ヲ
モ
テ
准
知
ス
ル

『阿
弥
陀
経
』
ノ
一
日
七
日
、
文
此
の
知
く
意
得
ベ
キ
な
り
此
の御

略
叫

釈
の
窓
、
仏
ん
も
日
心
ス
ベシ
4
」
。
可
ω
∞σ
一
閥
、
別
時
の
行
儀
、

具
さ
に

『観

念
門
』
に
存
り
。
凡
そ
、
別
時
念
仏
は
決
定
の
業
を
得
る
の
善

根
ナ
レ
パ
、
其
の
功
徳
広
大
な
り
。
縦
い
平
生
念
仏
相
続
の
行

よ
り
よ
り

者
も
時
時
は
之
を
勤
む
べ
し
。
警
え
ば
、
火
を
鎖
む
に

一
と
息
、

厳
密
し
く
之
を
鎖
む
時
は
則
ち
峨
に
火
を
出
る
が
如
し
。
行
者

も
折
り
折
り
、
之
を
修
す
れ
ば
信
心
を
激
発
す
る
。
蕗
に
因
り
て

の或
利 p
益は
現 冥

語長

三事
韮拝
九 し

禦或

善lj
孟男
師築
設香
tt を

iT 
く。527 此

如 等

き
は

七
日
睡
臥
せ
ず

一
百
万
称
成
弁
し
て
聖
衆
期
を
示
す
に

因
る
に
、

実
に
是
れ
業
成
の
現
験
な
り
。
問
う
、
若
し
爾
ら
ば

七
日
勤
修
の
後
、
悪
を
作
る
も
、
亦
た
往
生
を
得
る
や
。
答
う、

七
日
勤
修
の
後
、
設
い
悪
を
造
る
と
雌
も
、
此
の
行
法
は
決
定
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業
な
る
が
故
に
是
の
人
終
る
時
心
顛
倒
せ
ず
。
機
悔
滅
罪
し
て

必
ず
往
生
を
得
る
な
り
。
或
い
は
七
日
の
後
悪
縁
に
遇
わ
ざ
れ

ば
、
是
れ
大
善
威
徳
力
を
以
ち
て
の
故
に
諸
仏
に
護
念
せ
ら
る

問

る
が
故
に
己
七

『禅林
一
事
止
の
取
な
。

顧
う
に
犬
れ
自
ら
決
定
業
の

証
を
得
る
に
非
ず
ん
ば
、
罵
ぞ
能
く
此
の
釈
を
為
さ
ん
や
。
然

る
に
別
行
を
修
す
る
人
、
今
時
甚
だ
少
な
り
。
糞
く
は
有
信
の

人
、
必
ず
須
く
此
の
文
を
奉
行
し
て
決
定
業
を
成
す
べ
し
。
然

れ
ば
則
ち
、
今

『経
」
の
面
は
臨
終
に
近
き
者
の
別
行
を
明
か
す
。

此
れ
臨
終
の
来
迎
便
有
る
が
故
な
り
。
是
を
以
ち
て
感
師

富
疑
謹

第
五
巻

は
、
「
『阿
弥
陀
経
』
は
日
を
経
て
死
す
る
人
に
対
し
て
能

泊

ω

く
念
仏
し
て
亦
た
浄
土
に
生
ず
」
と
釈
し
た
ま
う
。
此
れ
臨
終

な
り
と
釈
す
。
元
祖
大
師
も

『漢
詩
川
』
第
一一一
巻
ト
紙
「
文
は
、
但
、

日
七
日
を
挙
ぐ
と
雄
も
、
意
は

一
生
乃
至
十
声

一
声
等
を
兼
ぬ
」

と
言
え
り
。
知
り
ぬ
、
足
れ
亦
た
臨
終
の
念
仏
に
も
通
ず
る
こ

と
を
。
或
い
は
今

一
日
七
日
と
云
う
べ
し
。
平
生
を
言
わ
ざ
る
は
、

意
、
念
仏
の
功
高
き
こ
と
を
顕
す
の
み
。

-
一
心
不
乱
と
は
、
可
ω宏
一
凡
そ

一
心
に
就
き
て
理
事
、
定
散
、
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起
行
、
安
心
の

一
心
有
り

『
決
疑
控
二
巻
四
蜘
冨
記
』一
巻
品
川
七
向
。
聖

道
に
理
事
の

一
心
を
立
て
る
に
諸
師
は
理
の

一
心
を
存
ず
。
此
の

義
取
る
べ
か
ら
ず
。
今
は
事
の
一
心
な
り
。
事
の

一
心
の
中
に
定

散
の
異
有
り
。
諸
師
は
定
の

一
心
と
云
う
。
此
の
義
亦
た
取
る
べ

か
ら
ず
。
各
お
の
経
の
意
に
契
わ
ず
。
今
一
心
の
置
の

一心
、
心
行

に
通
ず
知
し
。
今
の
『
記
』
下
十
四
向
言
、

心
行
に
通
ず
。
中
に
於
い
て
起

行
の
一
心
と
は
、
欲
界
散
の

一
心
な
り
。
只
、
散
の
中
に
乱
を
止

る
等
持
の
喜
は
定
に
七
名
有
り
。
中の第
二
なり
。
世
話
は
定
散
に
通
じ
て
但
、
注
境
に

導
す
る
裁
な
り

此

う
所
は

; 
じ
て
辺

高
る

字
図
呂
上

紙

E 
中
it十

四

内
一
分
な
り
。
当
文
の

間

無
間
」
と
。
文
た
下
の

踊

還
成
」
と
。
玄
忠

『註
」
上
五
紙
云
わ
く
、
「
心
心
相
続
し
て
他
想
問

叩

雑
す
る
こ
と
無
し
」
と
。
元
祖
霊
聞
灯
雪
一巻
卜
紙
云
わ
く
、
「
念
仏

拙

の
時
心
散
乱
せ
ず
。
至
誠
に
信
を
至
し
専
ら
仏
名
を
念
ず
る
」
と
。

『讃』

に
士
一一紙
云
わ
く
、
「
七
日
七
夜
心

『
置

に
十
九
紙
云
わ
く
、
「
持
心
不
散
業

此
等
の
文
は
起
行
に
約
し
て

一
心
の
義
を
釈
す
い
雫
の
五
わ
く
、
日
し
、

今の文は、

且
く
起
行
に
約
す
。
今
の
記
の
釈
な
色
。

問
う
、
凡
夫
の
心
、
六
塵

に
馳
贈
す
。
何
に
縁
り
て
か
七
日
七
夜

心
不
乱
な
ら
ん
。
答
う
、

只
、
是
れ
入
道
場
の
時
自
心
を
勧
励
す
。
用
心
な
る
の
み
。
全

く
余
心
を
雑
起
せ
ず
と
言
う
に
は
非
ざ
る
な
り
。
安
心
の

一
心

と
は
、
願
生
の

一
心
即
ち
是
れ
横
の
三
心
な
り
。
故
に
元
祖
の

『決
疑
位
五
巻
州
五
蜘
云
わ
く
、
「
本
願
の
至
心
信
楽
欲
生
我
国
、
『
観

経
』
の
三
心
、

『小
経
』
の

一
心
、
皆
三
心
な
り
」
と
。
当
に
知

る
べ
し
。

一
心
と
は
、

三
心
を
指
す
な
り
。
己
上
の
二
義
は
倶

に
祖
師
の
義
な
り
。
故
に
知
り
ぬ
。

一
心
二
義
に
通
ず
る
な
り
。

然
れ
ば
則
ち
今
の

一
心
の
言
、
も
と
よ
り
心
行
に
通
ず
る
故
に
、

若
し
平
生
の
時
は
安
心
の
一
心
、
若
し
別
時
の
時
は
起
行
の

心
な
り
。
問
う
、
今
の
文
、
起
行
の

一
心
な
る
こ
と
宗
家
の
讃

文
等
分
明
な
り
。
未
審
し
、
可
ω手
一
安
心
の

一
心
と
は
是
れ
何

の
理
有
り
や
。
答
う
、

三
心
は
是
れ
行
者
の
至
要
、

『
寿
』
『
観
』

両
経
、
己
に
三
心
を
説
く
。
今

『経』

何
ぞ
之
を
説
か
ざ
ら
ん
。

然
る
に
今
『
経
」
の
中
、
此
の
文
の
外
更
に
三
心
の
取
る
べ
き

無
し
。
故
に
安
心
に
通
ず
。『
観
念
門
」
廿
七
紙
「
但
、
週
心
し
て
阿

弥
陀
仏
を
念
じ
て
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
い
七
日

一
日
に
至
る
」

等
と
云
う
。
是
れ
其
の
証
な
り
文
藷
」
の
「
我
一
山
、
此
亦
た
=一
心なり
。

準
知
す
べ
し
。
問
う
、

二
種
の
安
心
起
行

一
心
、
同
時
に
現
起
す
べ
き

ゃ
。
答
う
、
同
時
巽
時
、
機
に
随
い
て
不
定
な
り
。
問
う
、
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種
の

一
心
、
其
の
体
、
云
何
ん
が
分
別
す
べ
き
や
。
答
う
、
安

心
の

て
心
は
捨
信
欲
の
三
な
り
。
起
行
の

一
心
は
精
進
の
心
所

な
り
。
倶
起
相
応
す
べ
き
こ
と
妨
碍
無
き
な
り
己上の
二
問
答
は
荏
盆

四十
三
巻
四
加

二
紙
の
取
意

。
拐
、
喪
陽
石
刻
の
経
に
は
、

一
心
不
乱

の
下
に
「
専
ら
名
号
を
持
す
れ
ば
名
を
称
す
る
を
以
ち
て
の
故

に
諸
罪
消
滅
す
。
即
ち
是
れ
多
善
根
福
徳
の
因
縁
な
り
」
と
云

、っ元照
の『疏
」
に
は
「
多
功
徳
多
普
線
多
福
徳
因
縁
」
有
り
。
「多功徳多」の
四
字を剰ぜ

加

。
今
世
伝
本
に
は
、

此
の
二
十

一
字
を
脱
す
な
り
。
膏
多
少

の
義
有
る
の
み
に
非
ず
。
亦
た
大
小
勝
劣
の
義
有
り
。

『選
択
」
末

是王
れ 主
大 紙
善謂
根わ
勝く
善

根雑
な主主

叱ほ

君主
義書
応根
に劣
知善
る根
べな
し掛り

と念
仏

抑は

そ
も
彼
の
石
刻
の
経
は
乃
ち
階
事
~
は
、
梁
と
云
う
は
梁
附
欄
並
ぶ
故
に
摺
堪
に

非ず
。
訓わ
く
、
十
四
代
の
時
梁
陳
時
間
の
三
代
相
い
次
で
幾
な
ら
ざ
る
故
に
相
い
並
ぶ
と
云
う
。

口
調

具さには

『直牒
」
十
巻
品
川
七
紙
害
見
よ
。
井に

『決
凝
紗
」
五巻叫川ヒ紙顕冊目に引く所

「万

Mm 

姓
統
府
」
を
併
せ
見
よ
。
陳
仁
稜
の
書
す
る
所
、

喪
陽
龍
興
寺
に
在
り
。

其
の
後
、
李
益
と
云
う
も
の
、
此
の
経
本
を
持
し
て
銭
唐
に
帰

る
。
疏
主

元照
之
を
得
て
、
遂
に
復
た
石
に
刊
み
て
霊
芝
寺
の
大

殿
の
後
に
立
つ
。
然
る
に
霊
芝
寺
の
石
碑
は
兵
火
に
因
り
て
焚

承段

Zて
3モ

小 L
松き

九時
府ム嚢
圭陽

塁2
1主 刻
岱は

宮古
詩旧

設相

2伝
てτ っ
きと の
きL み
刻 。

の治
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『阿
弥
陀
経
」
を
得
ん
が
為
に
、
黄
金
許
多
弁
び
に
種
々
の
奇
物

を
送
り
て
、
之
を
宋
国
に
求
む
。
義
推
す
る
に
石
刻
の
事
、
元

祖
大
師
、
小
松
殿
に
対
し
て
兼
ね
て
此
の
事
を
語
る
な
ら
ん
や
。

而
る
に
彼
の
国
、
故
有
り
て
渡
送
を
聴
さ
ざ
る
。
内
府
莞
去
に

よ
み

軍
ん
で
、
宋
帝
其
の
深
志
を
嘉
し
て
追
薦
の
為
に
之
を
送
る
建
久

九
年
の
秋

。
宋
使
、
宗
像
に
著
船
す
る
の
時
、
大
宮
司
氏
園
、
来

由
を
按
尋
す
る
に
、
使
者
、
之
に
答
う
る
に
、
即
ち
上
の
事
を

以
ち
で
す
。
此
の
時
、
平
族
、
尽
く
亡
び
て
、
余
り
無
し
。
故

を
以
ち
て
氏
園
、
之
を
留
る
こ
と
を
肯
ぜ
ず
。
然
れ
ど
も
使
者
、

国
命
の
重
き
に
依
り
て
石
経
を
捨
置
し
、
即
ち
夜
密
か
に
績
を

た

し
ま
て
い

解
き
て
去
る
。
其
の
石
経
、
今
、
筑
前
宗
像
郡
田
島
第

一
の
宮

の
宝
物
と
為
て
現
在
す
る
な
り
。
既
に
此
の
経
本
は
開
祖
の
引

捜
す
る
所
に
し
て
、
亦
た
此
の

『経
』
の
眼
目
な
り
。
然
る
に

此
の
石
経
遥
か
に
年
序
を
歴
て
、
今
、
本
朝
に
来
止
す
。
念
仏

有
縁
の
園
、
誰
の
人
か
之
を
拒
ま
ん
。
実
に
其
れ
不
可
思
議
な

る
者
か
な
。
嚢
陽
石
刻
等
と
は
、
龍
針
居
士
と
大
智
律
師
と
は

一死
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照
一帥
の謡号
なり
。
倶
に
彼
の
本
を
引
い
て
以
ち
て
規
模
と
す
。
元
照

の
高
』
甘
九
紙
も
云
わ
く
、
「
近
ご
ろ
裏
陽
石
碑
の
経
本
を
得
た
り
。

文
理
、
冥
に
符
え
り
。
始
め
て
深
信
を
懐
け
り
。
即
ち
是
れ
多

功
徳
多
善
根
多
福
徳
の
因
縁
な
り
」
と
云
え
り
。
石
碑
の
経
本
は
、

梁
陳
の
人
、
書
す
。
今
、
六
百
余
載
な
り
後
楽
に
之
を
訳
す
。
裏
目
に
流
布

す
。
東皿
u
の
末
従
り
雨
末
、
百
斉
、梁
陳
の
代
に
至
る
ま
で
二
百
年
足
ら
ず
。
梁
隙
の
代
従
り
.

mmw 

北
宋
の
代
の元照
時
に
至
る
ま
で
五
百
余
歳
な
り
。『
直
牒
」
十
巻
品川
八紙左
。
但
し
、
少
奥
な
り
。

今
、
之
を
改
正
す
。
窃
か
に
疑
う
、
今
の
本
は
靴
脱
を
相
い
伝
う
な

ら
ん
と

巴
上
。

龍
箭
の

『浄
土
文
』
は
第
一巻
H
凹
紙
『
選
択
』
所
引

の
如
し
。
然
る
に
株
宏
の

『疏
」
に
云
わ
く
、
「
有
る
本
に
は
専

持
名
号
の
二
十

一
字
を
加
う
。
今
用
い
ざ
る
所
、
文
義
安
ら
か

ざ
る
を
以
ち
て
の

E
C
Z
故
に
。
伺
り
て
古
本
に
依
り
て
加
え

ず
。
而
も
即
是
多
善
福
の
意
を
以
ち
て
言
外
に
補
入
す
。
斯
を

て
允
当
と
す
」
。
同

『妙
』
に
云
わ
く
、
「
文
義
不
安
と
は
、
上

の
文
に
巳
に
執
持
名
号
の
四
字
有
り
。
更
に
専
持
名
号
の

一
句

を
著
く
べ
か
ら
ず
。
上
下
重
復
し
て
文
義
を
成
さ
ず
。
旧
に
此

二
十

一
字
を
伝
う
る
は
、
是
れ
裏
陽
の
石
刻
な
り
。
当
に
知
る

べ
し
、
是
れ
前
人
、
経
を
解
す
る
の
語
な
り
。
翼
が
本
、
説
し

て
正
文
に
入
て
、
混
書
し
て
別
れ
ざ
る
の
み
。
文
義
を
善
す
る

と
は
、

当
に
自
ら
見
得
す
べ
し
己
上
。
疏紗
一-一
之
一巻
品川四
陶
」
。
今
評
し

て
云
わ
く
、
大
智
律
師
龍
箭
居
士
文
義
を
善
く
す
る
と
は
、
既

に
用
い
来
る
。
之
に
乗
じ
て
語
を
作
す
。
執
持
と
専
持
と
、
差

別
無
き
に
非
ず
。
専
は
独
な
り
。
純
篤
な
り
。
調
わ
く
専
称
に

し
て
余
を
兼
ね
ざ
る
な
り
。
執
持
は
唯
だ
取
る
の
み
。
余
を
遮

余す
行る
少意
善無
念し
仏

喜想
室内
を是
百れ

ま重
さ復
らに
ん非
でず
蕃況
崎ん

肇主
公口
はと

念
仏
の
少
を
以
ち
て
少
善
根
と
為
し
、
若
し
此
の
本
を
見
れ
ば

何
ぞ
此
の
解
を
為
さ
ん
。
容
易
に
説
て
前
人
の
解
を
加
う
と
言

う
べ
か
ら
ず
。
之
に
就
き
て
難
有
り
。
什
公
訳
す
る
所
、
弟
子

肇
公
、
何
ぞ
是
の
如
き
の
解
を
作
さ
ん
。
会
し
て
云
わ
く
、
縦

使
い
肇
公
、
脱
せ
ざ
る
本
を
見
て
も
、
亦
た
此
の
解
を
作
す
こ

と
有
ら
ん
か
。
文
は
、
学
者
の
執
見
な
り
。
上
に
は
少
を
以
ち

て
少
普
不
生
を
簡
す
。
下
に
は
七
日
専
持
を
以
ち
て
多
善
と
す

と
。
亦
た
之
を
解
す
べ
し
。
故
に
、
漫
り
に
喪
本
を
靴
と
一百
う

な
か
れ
。
況
ん
や
肇
師
の
疏
は
、
什
公
四
哲
の
肇
法
師
に
非
ず
吉

事
器
産
第
四
巻
六
的
。
『
長
西
録
』
に
云
う
、
「
「弥
陀
経
義
疏
』
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巻
僧
肇
法
師
と
云
う
己
お
」
。
若
し
是
れ
晋
の
憎
肇
な
ら
ば
、
『
梁

描

の
高
僧
伝
』
六
の
知
し
廿
二
。

按
ず
る
に
羅
什
四
哲
の
憎
肇
に

非
ざ
る
か
。、
調
わ
く
、
今
の

『記
』
に
一
寸
白
血
一
引
く
所
の
肇
公

『
疏
』
を
見
る
に
、
既
に
晋
の
後
に
訳
す
る
所
の
経
を
引
む

の故
に
。
今
其

一二
を
示
さ
ん
。
「
文
殊
師
利
法
王
子
」
の
下
に
新

2 訳
議の
十
字F ~司

E 称

ら雪
ζ 土
然経
λ'=-

i争
l立 司

号室
~ l\~ 
~ J云
主:
徴~
主州
司紙

苦言
おく。
訳 「
な 量産
り公

li 
督官

白

E
盲
三
十
余
年
を
ま
。
「
汝
勿
謂
此
鳥
」
の
下
に

『正
法
念
涯
を

引
く
此
の
程
」
は
義
烈
十
年
後
、百
二
来
年
を
号
。一
員
興
和
元
年
、
般
若
流
支
の
訳

なり
。
故
に
知
り
ぬ
、
晋
の
肇
公
に
非
ざ
る
こ
と
、
必
せ
り
。
今、

推
知
す
る
に
、
唐
の
末
、
宋
の
始
め
の
人
な
ら
ん
か
。
今
の

「記」

に
既
に
慈
思
僧
肇
霊
芝
と
列
す
。
其
意
、
蕗
に
在
る
か
、
但
し

未
だ
其
の
本
を
見
ず
。
後
賢
、
罵
を
詳
し
く
せ
よ
。
又
た
、
裏

て
い

陽
石
刻
の
経
本
、
今
、
筑
前
州
、
宗
像
田
島
第

一
の
宮
に
現
に

在
る
事

『宗
像
軍
記
』
上
九
品
川
を
見
よ
。

-
現
在
其
前
と
は
、
此
れ
は
来
迎
の
強
縁
に
依
り
て
諸
邪
業
繋
、

能
く
碍
う
る
者
無
き
な
り
。
念
仏
は
本
願
の
第
卜
八
第
十
九
と
今

『経』の

税
制
次
第
と
照
応
し
て
見
る
べ
し
。
符節を
A
H

す
る
が
如
し
是
れ
因
、
来
迎
は
是
れ

縁
。
因
縁
相
寄
り
て
往
生
の
果
を
得
。
何
か
様
に
修
行
ヲ
ナ
シ
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テ
モ
凡
夫
の
所
為
、
実
に
階
い
難
し
。
他
力
増
上
の
強
縁
、
只
、

能
く
力
を
成
ず
る
な
り
。
元
祖
の
云
わ
く
、
「
問
う
、
此
の
『
経
」

の
来
迎
は
九
品
生
の
中
に
は
是
れ
何
れ
の
来
迎
ぞ
や
。
答
う
、

若
し
聖
衆
の
多
少
に
依
り
て
其
の
品
位
を
定
め
ば
、
則
ち
上
品

上
生
の
相
に
似
た
り
。
此
に
聖
衆
の
多
少
を
説
か
ず
と
雌
も
、

『称

抽

讃
経
」
に
掠
る
に
、
「
命
終
に
臨
む
時
、
無
量
寿
仏
、
其
の
無
量

の
声
聞
弟
子
菩
薩
衆
と
倶
に
前
後
四
縞
し
来
た
り
て
其
の
前
に

住
し
、
慈
悲
加
祐
し
て
心
を
し
て
乱
さ
ざ
ら
し
む
」
等
と
日
う
。

己
に
無
量
声
聞
等
と
日
う
。
知
り
ぬ
、
是
れ
上
品
上
生
な
り
。

又
た
、
此
の

「経
」
に
、
修
因
の
時
節
を
説
て
若
一
日
乃
至
七

日
と
日
う
。
『
観
経
』
に
上
品
上
生
の
修
時
を
明
し
て
亦
た

一
日

乃
至
七
日
と
日
う
。
可
台
σ一
両
経
全
く
同
じ
。
明
ら
か
に
知
り
ぬ
。

上
品
上
生
の
来
迎
な
る
こ
と
を
な
り
。
又
た
、
行
者
の
発
願
理

亦
た
上
上
を
期
す
べ
し
。
夫
れ
我
等
往
生
の
願
を
建
る
こ
と
己

身
の
快
楽
を
欲
す
る
に
非
ず
。
生
死
の
淑
泥
に
処
て
菩
提
の
願

行
を
起
す
は
妄
心
内
に
発
り
塵
境
外
に
競
う
。
恐
く
は
是
れ
自

他
共
に
没
し
な
ん
。
何
ぞ
救
摂
す
る
こ
と
を
得
ん
。
疾
く
彼
の
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剃
に
到
り
て
無
生
を
証
得
し
神
通
を
具
足
し
大
自
在
を
得
て
十

方
に
変
現
し
て
仏
事
を
施
作
せ
ん
に
は
知
か
ず
。
上
品
往
生
を

期
す
る
意
蕊
に
在
る
な
り
。
故
に
天
台
発
願
の
文
に
云
、
つ
上
上

品
金
剛
台
と
は
、
不
空
の

『弥
陀
儀
軌
』
に
云
わ
く
、
「
浄
土
の

上
上
品
に
往
生
せ
ん
と
欲
す
不
常
の
択
の

『無
円
単
如
来
修
行
段
落
附
軌
」
に
云

わ
く
、

「教
法
に
依
り
て
正
念
に
修
行
す
れ
ば
決
定
し
て
極
楽
世
界
の
k
n川
ヒ
生
に
生
じ
て
初
地

を
獲
得
お

と
(己上
)。
此
の
文、

今、

私
に
之
を
記
す
」
と
。
又
た
、
善
導

『六

時
礼
讃
」「
観
念
法
門
」
、
皆
、
上
品
往
生
と
言
う
。
故
に
知
り

ぬ
、
今

『経
』
の
意
、
亦
た
上
上
品
の
来
迎
を
明
す
な
り
。
又
た

修
時
の
延
促
に
約
し
て
念
仏
の
浅
深
を
明
す
は
、
時
節
既
に
是

れ
七
日
な
り
。
理
、
即
ち
七
品
の
念
仏
有
る
べ
し
。
是
は
但
念

仏
に
就
き
て
品
位
を
分
つ
意
な
り
。
総
じ
て
品
位
を
論
ぜ
ば
、

『双

巻
』
に
三
品
有
り
、

『観
経
」
に
九
品
有
り
、
今

『経
」
に
七
品

有
り
。
問
う
、
時
節
に
於
い
て
或
い
は
十
日
、
或
い
は
九
十
日

等
の
不
同
有
り
。
何
が
故
ぞ
、
今
、
七
日
に
就
き
て
念
仏
の
行

を
明
す
や
。
答
う
、
世
出
世
の
法
、
皆
、
七
日
を
経
て
転
変
成
就
す
。

調
わ
く
、
世
俗
に
は
、
七
世
七
廟
と
云
う
。
宝
に
七
宝
と
云
う
。

薬
に
七
日
薬
と
云
う
。
若
し
出
世
に
依
ら
ば
、
或
い
は
七
仏
と

五、っ
。
或
い
は
現
行
七
歩
、
或
い
は
初
果
の
七
生
、
胎
蔵
金
剛

両
部
の
濯
頂
、
倶
に
七
日
を
用
い
、

『方
等
」「
法
花
』
両
経
の
行
法
、

亦
た
七
日
を
用
う
。
七
日
を
用
う
る
こ
と
は
可
む
と
修
法
成
就
の

期
限
な
り
己
上
苫
説灯
」
第
三
の十
一二
紙
取
意
。
冨
抄
」
。
又
大
師
の
言
わ

く
、
「
上
古
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
オ
ホ
ク
下
品
ト
イ
ウ
ト
モ
足
り
ヌ
ベ

シ
ト
云
い
テ
上
品
ヲ
ネ
ガ
ワ
ズ
。
是
レ
ハ
悪
業
ヲ
モ
キ
ヲ
恐
レ

テ
心
ヲ
上
品
ニ
カ
ケ
ザ
ル
な
り
。
若
し

ソ
レ
悪
業
ニ
ヨ
ラ
パ

惣
テ
往
生
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
願
力
ニ
ヨ
テ
生
レ
パ
、
何
ゾ
上
品

ス
、
マ
ン
コ
ト
カ
タ
シ
ト
セ
ン
。
ソ
レ
弥
陀
浄
土
ヲ
マ
ウ
ケ
給

ウ
コ
ト
ハ
願
力
ノ
成
就
ス
ル
故
ナ
リ
。
然
レ
パ
此
ノ
念
仏
ノ
衆

生
、
生
ル
ベ
キ
固
な
り
。
善
導
和
尚
、

三
万
己
上
ハ
上
品
上
生

ノ
業
ト
ノ
た
ま
エ
リ
。
数
遍
ニ
ヨ
テ
上
品
ニ
生
ル
ベ
シ
。
又
た
、

三
心
ニ
付
テ
九
u
m
ア
ル
ベ
シ
、
強
キ
信
心
ニ
ヨ
テ
上
品
ニ
生
ル

ベ
シ
ト
見
エ
タ
リ
。
上
品
ヲ
願
ウ
事
は
、
我
が
身
の
タ
メ
ニ
ハ

ア
ラ
ズ
。
彼
国
ニ
生
レ
オ
ワ
リ
テ
還
り
テ
ト
ク
衆
生
ヲ
化
セ
ン

コ
レ
ア
ニ
仏
ノ
御
怠
ニ
カ
ナ
ワ
、ザ
ラ
ン
ヤ

布
必
灯
』

第
一巻一
|
一

P

一紙
一一
十五一向」
。

ガ
タ
メ
ナ
リ
。

-
心
不
顛
倒
と
は
、
阿
弥
陀
仏
、
作
品
川
悲
加
祐
の
故
に
、
慈
光
を
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蒙
り
て
心
顛
倒
せ
ざ
る
な
り
。
霊
芝
の
云
わ
く
、
「
凡
そ
人
臨
終

に
識
神
主
無
し
。
善
悪
の
業
種
発
現
せ
ず
と
云
う
こ
と
な
し
。

或
い
は
悪
念
を
起
し

普一
樹無
きが
依
な
り
、
或
い
は
邪
見
を
起
し

正信

無
きが
依
に
、
或
い
は
繋
恋
を
生
じ

恩
愛
深
盤
の
依
、
或
い
は
猫
狂
を

発
す

苦
悩
逼
迫
の
故
に
。
悪
相

一
に
非
ず
。
皆
顛
倒
と
名
く
。
前
の

諦
仏
に
因
り
て
罪
滅
し
、
障
除
き
て
、
浄
業
内
に
薫
じ
、
慈
光

外
に
摂
す
。
苦
を
脱
し
楽
を
得
る
こ
と

一
三

N
Z
剃
那
の
聞
な

り

己
勾
」
。
戒
度
の
云
わ
く
、
「
古
徳
の
云
わ
く
、
過
現
に
積
集
せ

る
善
悪
の
業
縁
、
臨
終
に
至
る
毎
に
威
く
来
た
り
て
報
を
責
む
。

臨
終
に
悪
念
増
盛
す
れ
ば
則
ち
衆
悪
皆
現
し
て
生
を
悪
道
に
牽

にく
牽
く臨
。 終

故に
に善
幅令

不増
発盛
現す
主れ
五ば
つ則

E揃主
Lτ 尋

問震
浄じ
土て
宗生
のを
意 善
は道

来
迎
の
上
の
正
念
な
り
。
元
祖
も
此
の
文
を
引
て

『語
灯
録
」七

巻四
十七
紙、

三
巻
四
十
八
紙
、
凶
巻
廿九
紙、

『翼賛
』
空
一巻
十
五
紙
中
に
、
来
迎

の
上
の
正
念
と
立
て
給
う
。
常
途
聖
道
の
所
談
に
、
水
澄
ま
ざ

る
は
則
ち
感
応
の
月
浮
ば
ず
と
言
う
は

一
往
、
其
の
道
理
有

る
に
似
た
り
と
離
も
、
是
れ
諸
宗
の
意
に
し
て
我
が
宗
に
契
わ

ず
。
縦
使
い
正
念
に
し
て
而
し
て
後
ち
来
迎
を
拝
見
す
と
も
、
尚
、

是
れ
来
迎
の
上
の
正
念
な
り
。
喰
え
ば
日
出
ん
と
欲
し
て
而
も
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東
方
正
に
明
く
る
が
如
し
。
是
れ
来
迎
の
前
相
に
由
り
て
、
予

じ
め
心
自
ら
正
念
と
為
る
。
若
し
爾
ら
ざ
れ
ば
何
に
依
り
て
慈

悲
加
祐
と
云
わ
ん
や
。
若
し
正
念
の
上
の
来
迎
と
解
せ
ば
、
恐

ら
く
は
誘
仏
の
謬
り
有
ら
ん
。
罵、
ぞ
其
れ
慎
ま
ざ
ら
ん
や
。

一
に
来
意
と
は
、
此
の
段
、
元
祖

ua 

虚
科
を
施
設
し
て

『法
事
記
私
堂
下
士
ハ紙

、
諸
仏
の
証
誠
の
来
意
を

科
二
に
、
引
証
勧
信
に
二。

知
ら
し
む
。
調
わ
く
、
「
今

『経
」
の
所
説
に
於
い
て
信
者
不
信

者
有
り
。
若
し
前
の
所
説
の
念
仏
往
生
の
法
に
於
い
て
信
を
生

じ
て
疑
い
無
き
者
は
何
ぞ
証
誠
を
用
い
ん
。
疑
惑
不
信
の
者
の

為
に
諸
仏
証
誠
有
り
。
然
る
に
疑
情

一
に
非
、ず
。
小
乗
の
人
の

知
き
は
他
方
の
仏
土
有
る
こ
と
を
信
ぜ
ず
。
況
や
念
仏
往
生
の

法
を
や
。
又
大
乗
を
学
す
る
有
信
の
者
と
雌
も
、
五
逆
十
悪
破

戒
の
往
生
に
於
い
て
は
信
ぜ
ず
。
設
い
一
足
笠
善
人
と
雄
も

一
日

七
日

一
念
十
念
の
念
仏
往
生
に
於
い
て
信
ぜ
ず
。
具
縛
の
凡
夫
、

少
時
念
仏
し
て
宣
に
往
生
を
得
ん
や
。
或
い
は
称
名
の

一
行
の

往
生
を
疑
て
謂
わ
く
種
種
の
勝
行
を
以
ち
て
往
生
を
得
べ
し
と
。
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是
の
知
く
疑
う
故
に
此
の
証
誠
を
用
う
」
と
芭
上
)
『漢
語
E
警
一巻

十
三
四
紙
取
意
。『
客抄
』。

-
我
見
是
利
と
は
、
「
見
」
は
知
見
及
び
眼
見
に
通
ず
。
肇
の
云

謂
わ
く
、
「
我
が
法
眼
を
以
ち
て
是
の
勝
利
を
見
て
汝
に
勤
修
往

生
を
勧
む
」
是
れ
知
見
に
約
す

。
慈
恩
の
釈
、
亦
た
同
じ
。「
称
讃
経
』

に
は
「
我
れ
是
の
知
く
の
利
益
安
楽
の
大
事
因
縁
を
観
」
と
云
う
。

『略
記
』
廿
六
紙
一
に
は
「
自
証
の
知
見
を
以
ち
て
勧
む
意
」
と
云
い
、

「
我
れ
仏
眼
を
以
ち
て
観
じ
て
明
に
此
の
勝
利
を
見
る
」
と
云
う

是
れ
、
並
智
光
に
約
す

。
「
是
利
」
と
は
上
の
依
正
二
報
発
願
称
名
往
生

極
楽
を
指
す
な
り
己
上
は

『記
」
の
あ
「
礼
讃
草
川
」
下
之
二
巻
所
八
紙
、
併
せ
見

πω 品
。

鎮
西
の
云
わ
く
、
「
善
導

一
師
処
処
御
釈
を
見
る
に
、
往

生
極
楽
の
行
に
於
い
て
二
有
り
。

一
に
は
諸
行
往
生
、

は

念
仏
往
生
な
り
。
諸
行
往
生
ハ
本
願
に
非
ず
。
念
仏
往
生
は
弥

陀
の
本
願
な
り
。
故
に
弥
陀
の
本
願
の
念
仏
往
生
を
抽
き
出
し

て
、
選
択
し
て

『阿
弥
陀
経
』

一
巻
ト
ハ
セ
ル
な
り
。
故
ニ
読

諦
往
生
持
戒
往
生
善
解
義
趣
等
、
之
れ
有
り
と
雌
も
、
往
生
の

為
め
に
は
別
の

一
経
ト
ハ
セ
ズ
。
惣
じ
て
念
仏
の
外
の
功
徳
を
、

往
生
の
為
め
に
我
見
是
利
と
説
ケ
ル
事
、

一
代
蔵
経
の
中
に
之

れ
無
し
。
法
念
御
房
、
阿
弥
陀
の
選
択
に
是
ヲ
取
リ
た
ま
ワ
ヌ

ガ
遺
恨
な
り
。
此
の

『経
』
ニ
ハ
六
方
恒
沙
の
諸
仏
証
誠
の
選

択
と
、
釈
迦
知
来
我
見
是
利
の
選
択
と
な
り
。
六
方
の
選
択
は

書
き
給
エ
リ
百
宗
主

二
巻
七
士
一
民
」
。
然
れ
ば
鎮
西
は
我
見
是
利
を

以
ち
て
一
手
ω
Z
釈
尊
の
選
択
と
為
し
た
ま
え
り
。
科
註
者
の
云

わ
く
、

『観
仏
三
昧
経
」

霊
童
に
ま
引
く
及
び

「宝
積
経
』
『
悪
霊

聾
に
之
を
引
く
に
、
仏
、
父
王
の
為
め
に
教
て
念
仏
を
勧
む
。
蓋
し

是
れ
我
見
是
利
の
故
か
。『
科
註
』
弁
び
に

「法
事
記
私
紗
」
下

十五紙
。

-
故
説
此
言
と
は
、
即
ち
上
の
若
有
善
男
子
等
の
説
を
指
し
て

此
言
と
云
う
。
是
れ
上
の
説
を
再
び
説
き
て
勧
め
給
ウ
ナ
リ
。
意、

執
持
名
号
に
在
り
。
若
し
又
た
惣
じ
て
之
を
言
わ
ば
、
上
来
の

依
正
二
報
荘
厳
発
願
称
名
往
生
を
指
す
べ
し
。
然
れ
ど
も
正
し

く
は
上
の
執
持
名
号
の
説
を
指
す
な
り
。

-
衆
生
聞
是
説
者
等
と
は
、
元
祖
の
云
わ
く
、
「
二
に
、
正
し
く

証
を
引
て
勧
進
す
、

と
は
此
に
亦
た
五
有
り
。

一
に
は
自
証
の

知
見
を
以
ち
て
勧
む
と
は
、
我
は
是
れ
法
王
、
法
に
於
い
て
自

在
を
得
た
り
。
浄
土
の
依
正
、
往
生
の
因
果
に
於
い
て
、
徹
視
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了
了
た
る
こ
と
は
、
我
れ
明
ら
か
に
其
の
勝
利
を
見
る
。
是
の

故
に
之
を
説
く
。
汝
等
、
何
ぞ
之
を
信
ぜ
ざ
る
。
若
し
有
信
の

者
は
応
当
に
発
願
す
べ
し

否認
E
一言
十
四
陶
」。

盆E

利
弗
如
我
..6.. 
'守

者
讃
歎
阿
弥
陀
仏
不
可
図
ICi、
議
功
徳
と
は

上
来

は

一
日
七
日
の
称
名
に
依
り
て
往
生
を
得
る
の
利
益
、
仏
知
見

を
以
ち
て
我
見
是
利
等
と
勧
む
と
難
も
、
衆
生
、
尚
、
疑
惑
を

帯
び
て
之
を
信
ぜ
ず
。
蕊
に
因
り
て
白
下
は
他
仏
の
証
誠
を
引

き
て
衆
生
を
し
て
疑
惑
を
除
か
し
む
。
若
し
此
の
法
を
疑
い
深

信
を
闘
く
時
、
他
力
の
強
縁
を
蒙
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。
凡

そ

弥

陀

の

本

願

は

大

乗

の

足
れ
法
制
大
乗
の
意
な
り
。
地

前

の
三
賢

と

小

乗
の
世
第

一
己
下
、
皆
疑
惑
を
帯
す
る
者
は
之
を
疑
わ
ざ
る
と

云
う
こ
と
無
し
。
此
れ
難
信
の
法
な
る
が
故
に
。
若
し
初
地
己

上
初
果
己
上
、
既
に
疑
惑
を
断
ず
る
者
は
我
見

E
S一
是
利
の
処

に
於
い
て
即
ち
信
を
生
ず
べ
き
な
り
。
然
れ
ど
も
疑
惑
有
る
衆

生
は
尚
、
疑
を
生
ず
。
是
れ
甚
だ
信
じ
難
き
の
法
な
る
が
故
な

り
。
蓋
し
難
信
と
は
聖
道
の
如
き
は
界
内
を
離
れ
て
界
外
無
漏

の
報
土
に
生
る
こ
と
を
得
る
に
、
先
づ
声
聞
の
如
き
は
大
乗
に

転
向
し
て

八
六
四
二
万
十
千
劫
を
経
て
而
し
て
初
住
に
入
り
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て
初
阿
僧
祇
を
経
て
初
地
に
入
り
て
初
め
て
生
ず
る
こ
と
を
得

る

な

り

走
れ
法
制
に
依
準
す
。
天
台
の
意
は
砲
、
心
前
に
八
六
等
を
絞
る
な
り
。
富
市
五
』

中

H
紙十
八
紙
ヨ
九
。
若
し
大
乗
の
如
き
は
、
十
信

一
万
劫
を
過
ぎ
、
世

第

一
法
に
真
無
漏
見
道
を
発
し
て
初
地
己
上
に
正
し
く
生
ず
る

こ
と
を
得
る
な
り
。
若
し
亦
た
大
乗
実
教
の
如
き
は
、
初
住
己

上
、
塵
沙
無
明
を
断
じ
て
正
に
生
を
得
る
な
り
。
然
る
に
今
浄

土
教
の
意
は
、

一
事
未
断
の
凡
夫
、

一
日
七
日
の
称
名
に
依
り

て
直
ち
に
報
土
に
生
る
こ
と
を
得
。
是
の
知
き
の
事
、
聞
く
者

誰
か
之
を
信
ぜ
ん
や
。
只
、
方
便
仮
説
な
り
と
謂
え
り
。
実
に

一
往
其
の
道
理
有
る
に
似
た
り
。
是
の
如
き
の
難
信
の
法
な
る

が
故
な
り
。
是
れ
仏
知
見
を
以
ち
て
是
の
利
を
見
て
之
を
勧
進

し
た
ま
う
と
離
も
、
衆
生
、
尚
、
方
便
仮
説
と
為
し
て
之
を
疑
う
。

此
の
疑
惑
を
除
か
し
め
ん
が
為
に
故
に
我
見
是
利
の
上
に
重
ね

て
六
方
の
諸
仏
舌
相
証
誠
を
成
し
た
ま
う
な
り
。
警
え
ば
人
有

り
て
市
に
虎
有
り
と
言
う
知
し
。
此
れ
誰
が
信
ず
べ
き
。
衆
人
、

之
有
り
と
言
う
、
則
ち
人
亦
た
之
を
信
ず
る
が
若
し
。
今
、
亦

た
是
の
如
き
な
り
。
故
に
多
仏
の
証
誠
を
以
ち
て
勧
進
し
給
ウ
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な
り
。
拐
、
聖
道
門
の
意
は
自
力
を
以
ち
て
煩
悩
を
伏
断
し
て
、

而
し
て
後
ち
、
浄
土
に
往
生
す
。
今
も
、
若
し
其
の
如
く
之
を

勧
め
ば
、
今
時
津
械
の
衆
生
は
伏
断
の
力
無
き
が
故
に
、
腰
劫

に
も
不
能
得
脱
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
此
の
一
類
の
衆
生
の
為
に

浄
土
の

一
門
他
力
の
法
を
聞
き
給
う
。
一
戸
舎
一
謂
わ
く
、
自
ら

修
し
自
ら
断
ず
る
力
無
き
を
以
ち
て
の
故
に
、
仏
自
在
者
の
手

に
入
り
て
、
報
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
。
彼
の
仏
は
因
願
に
依

り
て
自
在
者
と
成
り
た
ま
う
。
若
し
自
在
者
に
非
ざ
る
自
り
は
、

何
で
か
能
く
此
の
疑
惑
を
帯
す
る
衆
生
を
し
て
速
か
に
彼
の
国

に
生
ず
る
こ
と
を
得
せ
し
め
ん
。
既
に
是
れ
願
に
酬
う
自
在
者

の
手
に
附
き
て
打
ち
任
せ
て
、
只
、
帰
依
帰
投
す
る
時
、
自
在

の
子
裏
、
直
ち
に
煩
悩
具
足
の
凡
夫
を
し
て
浄
土
に
生
ず
る
こ

と
を
得
せ
し
む
。
此
の
如
き
の
道
理
を
も
ち
て
、

実
に
疑
惑
を

生
ず
べ
か
ら
ず
。
若
し
深
心
を
開
く
時
は
、
他
力
の
強
縁
に
執

り
附
く
こ
と
能
わ
ず
。
惣
じ
て
仏
法
に
入
る
に
は
信
を
以
ち
て

本
と
す
。
信
為
能
入
の
故
に
、
若
し
信
を
生
ぜ
ざ
る
時
は
、
法

を
受
け
ず
。
法
を
受
け
ざ
る
時
は
、
行
立
た
ず
。
行
立
た
ざ
る

時
は
、
果
を
取
る
こ
と
能
は
ず
。
然
る
に
誰
誰
も
疑
惑
有
る
が

故
に
、
諸
仏
に
斯
の
知
く
恐
敷
く
御
誓
言
を
立
シ
メ
マ
ス
。
随

分
断
慨
し
て
疑
惑
を
去
る
べ
し
。
諸
仏
の
酔
狂
ニ
テ
舌
相
証
誠

シ
給
ウ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
何
ト
モ
ナ
ラ
ヌ
疑
惑
ノ
衆
生
ナ
レ
パ
ナ

リ
。
上
来
道
理
ヲ
モ
テ
聖
浄
二
門
ノ
分
別
、
能
能
意
得
べ
き
者

な
り
此

一段
に
於
い
て
老
師
の
婆
心
、
尤
も
甘
、
年
べ
し
、
甘
、事
ベ
し
。。

拐
、
他

仏
の
証
を
引
き
て
勧
進
し
給
う
に
、
元
祖
大
師
、

二
義
の
釈
有

灼
ご
冗
祖
の
科
節
に
証
を
引
き
て
勧
進
す
る
に
、
此
に
亦
た
二
有り
。一

に
は
来
怠
は
前
の
如
し
。

こ
に
は
正
く
証
を
引
き
て
勧
進
す
。
此
に
亦
た
五
有
り
。一

に
は
自
証
の
知
見
を
以
ち
て
勧
進

す
。二
に
は
他
仏
の
証
を
引
き
て
勧
進
す
。三
に
は
現
当
の
利
益
を
示
し
て
勧
進
す
。
四
に
は
我

れ
諸
仏
の
為
に
讃
ず
る
所
を
挙
て
勧
進
す
。
五
に
は
惣
じ
て
結
し
て
勧
進
す

ロ
日わく、

「二
に

他
仏
の
証
を
引
き
て
勧
進
す
と
は
五
か
中
の
第
二
の
科
な
り
、

他
界
十
方
の
恒
沙
諸

仏
の
助
道
勧
進
を
引
用
す
る
な
り
。
此
に
二
意
有
り
。

は

一
仏
多
仏
、

二
に
は
共
化
不
共
化
な
り
。

一
に
一
仏
多
仏
と
は

諺
に
日
わ
く
、
強
力
も
衆
力
に
知
か
ず
、
と
。
世
尊
、
一
足
白
血
一
己

に
自
証
の
知
見
を
以
ち
て
勧
進
す
。
而
れ
ど
も
恐
ら
く
は
衆
生

猶
を
之
を
信
ぜ
ざ
る
こ
と
を
。
故
に
他
方
諸
仏
の
勧
進
を
引
き

て
物
の
信
を
生
ぜ
し
む
な
り
。
二
に
共
化
不
共
化
と
は
、

『唯
識

論
」
第
十
知
紙
に
日
わ
く
、
「
諸
の
有
情
の
類
、
無
始
の
時
よ
り
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来
た
種
姓
法
爾
と
し
て
更
に
相
い
繋
属
す
。
或
い
は
多

一
に
属

し
或
い
は

一
多
に
属
す
。
故
に
所
化
の
生
に
共
不
共
有
り
。
或

い
は
多
、

一
に
は
謂
わ
く
多
衆
生

一
仏
に
繋

一
に
属
す
と
は

属
す
る
な
り
。
或
い
は

一
、
多
と
属
す
と
は
謂
わ
く

一
衆
生
、

多
仏
に
繋
属
す
る
な
り
繋
属
と
は
有
縁
を
言
うなり
。
今
、
此
の
意
に
依

り
て
諸
仏
の
証
誠
を
釈
さ
ば
、
或
い
は
衆
生
有
り
、
東
方
恒
沙

諸
仏
の
証
明
を
聞
く
に
由
り
て
疑
惑
を
断
ず
べ
し
。
文
た
或
い

共は
の こ
意方

依方
り乃
て至
引十
証方
勧も
態亦
すた
?復
な 早

fZあ
コ 知
器 き
E な
第 り

f此

丸2を
ζ 末

問
う
、
何
が
故
に
諸
仏
の
証
誠
唯
念
仏
に
局
る
や
。
答
う
、
若

し
宗
家
に
依
ら
ば
念
仏
は
弥
陀
の
本
願
の
行
な
り
。
故
に
証
誠

有
り
。
余
行
は
爾
ら
ざ
る
故
に
証
無
き
の
み
。
問
う
、
若
し
爾

ら
ば
、

「双
巻
経
」
等
に
並
び
に
念
仏
を
説
く
。
何
ぞ
証
誠
無
き

ゃ
。
答
う
、
解
す
る
に
二
義
有
り

『漢
語
灯
」
三
巻
十
六
紙
同
七

一
に
は

『双
巻
」
『
観
経
」
等
の
中
に
念
仏
を
説

巻
四
十
五
紙

。

く
と
雌
も
兼
て
余
行
を
明
す
故
に
証
誠
無
し
。
此
の

『経」

に

は
一
向
に
純
ら
念
仏
を
説
く
。
故
に
証
誠
有
る
な
り
。
二
に
は
『双

巻
」「
観
経
』
等
の
中
に
証
誠
の
言
無
し
と
難
も
、
此
を
以
ち
て

彼
を
例
す
る
に
彼
に
於
い
て
必
ず
亦
た
証
誠
有
る
べ
し
。
文
は
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此
の

『経
』
に
在
り
と
離
も
、
義
は
則
ち
彼
の
経
に
通
ず
る
な

出

制

掛

3

り
上
来
二
問答は

『漢
語灯
」
並
『選択
』
第
十
四
章
末
廿
七
紙
、

『西
宗
車
二
巻
初紙
c

-
讃
歎
等
と
は
、
惣
じ
て
は
「
従
是
西
方
」
己
下
を
指
す
。
別

し
て
は
、
発
願
念
仏
の
文
を
指
す
。
彼
の
仏
、
本
と
諸
仏
称
揚

の
本
願
有
る
が
故
に
、
此
の
知
く
可
色
豆
諸
仏
に
讃
歎
せ
ら
れ

給
う
な
り
。

-
不
可
思
議
功
徳
と
は
、
惣
じ
て
は
浄
土
依
正
二
報
の
荘
厳
、

皆
是
れ
不
可
思
議
功
徳
な
り
。『
浄
土
論
』
に

『論註」を
指
す
な
り
「
罵

掛

ぞ
思
議
す
べ
か
ら
ん
」
と
云
う
が
如
し
。
別
し
て
は
名
号
を
指

す
。
『
称
讃
経
』
に
不
可
思
議
功
徳
名
号
と
云
う
。
謂
わ
く
、
等

覚
の
薩
極
も
凡
夫
も
之
を
称
し
て
往
生
を
得
る
の
理
は
不
可
思

不
可
識
な
り
。
仏
自
在
者
の
ハ
カ
ラ
イ
ハ
、
文
殊
普
賢
も
尚
、

不
可
思
不
可
議
な
り
。
既
に
弥
陀
の
神
力
、
凡
夫
を
摂
し
て
報

仏
報
土
に
生
ぜ
し
む
。
又
た
一
日
七
日
乃
至
臨
終

一
声
念
仏
に

し
て
即
ち
浄
土
に
得
生
す
る
の
理
、

宣
に
不
可
思
不
可
議
に
非

ず
や
。
拐
、
阿
弥
陀
如
来
の
不
可
思
議
功
徳
に
は
何
シ
テ
モ
疑

惑
は
生
ぜ
ラ
レ
ヌ
コ
ト
ナ
リ
。
其
の
由
は
既
に
不
可
思
議
功
徳
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な
り
。
既
に
棋
土
有
漏
の
境
界
ニ
ス
ラ
磁
石
は
針
を
吸
い
、
碕
抗

泊
は
塵
を
吸
う
。
薬
力
病
を
治
し
、
犀
角
は
水
を
寄
せ
ず
。
磨

香
は
香
気
有
り
。
皆
是
れ
心
無
き
州
木
、
誓
を
発
さ
ざ
る
獣
の

皆
是
れ
不
思
議
の
力
用
ナ
リ
。
又
た
浄
摩
尼
珠
、
之
を
濁
水
に

投
ぐ
れ
ば
水
即
ち
清
浄
と
な
る
。
是
れ
亦
た
不
思
議
の

一
な
り
。

彼
の
鴻
湖
厳
生
、
此
の
珠
を
獲
る
の
故
事
、
「
本
願
紗
要
解
」
中

に
出
せ
り
甘
一一
向
。
往
て
見
よ
。
之
を
以
ち
て
推
し
て
見
よ
。
況

や
弥
陀
本
願
所
成
無
漏
の
功
徳
を
や
。
何
な
る
心
慮
を
も
ち
て

も
測
量
す
べ
か
ら
ず
。
何
な
る
巧
弁
を
も
ち
て
も
言
談
す
べ
か

ら
ず
。
誠
に
不
可
思
不
可
議
な
り
。
爾
る
に
上
来
談
ず
る
が
如

く
、
此
の
不
可
思
議
功
徳
と
云
う
は
、
惣
じ
て
は
依
正
の
荘
厳

を
指
し
、
別
し
て
は
本
願
名
号
を
指
す
な
り
。
之
に
由
り
て
元

祖
大
師
の
言
わ
く
、
「
『
阿
弥
陀
経
」
は
、
夕
、
念
仏
往
生
パ

E
F一

カ
リ
ヲ
説
く
と
は
意
得
ベ
カ
ラ
ズ
。
文
ニ
隠
顕
ア
リ
ト
云
エ
ド

モ
、
広
略
の
義
を
モ
テ
意
得
レ
パ
、
四
十
八
願
ヲ
コ
ト
ゴ
ト
ク

説
キ
た
ま
エ
ル
経
ナ
リ
。
「
舎
利
弗
如
我
今
者
讃
歎
阿
弥
陀
仏

不
可
思
議
功
徳
」
ト
イ
エ
ル
阿
弥
陀
ホ
ト
ケ
ノ
功
徳
ハ
、
即
チ

四
十
八
願
ナ
リ
。
念
仏
往
生
ヲ
説
ク
ハ
其
の
中
、
第
十
八
願
ヲ

サ
ス
ナ
リ
」
此
の
御
釈
ニ
テ
能
ク
能
ク
意
得
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
、

『翼賛
」
第
二
十
四
巻
初

蜘

。

-
東
方
と
は
、
『
唐
訳
」
に
は
閲
し
て
十
方
を
列
ぬ
。
今
、
六
方

を
挙
ぐ
る
は
開
合
の
異
な
る
の
み
。
東
方
を
先
と
す
る
こ
と
は
、

方
を
挙
ぐ
る
の
常
法
な
り

百
世

四の

一巻十
六
向
。
時
に
於
い
て
は

春
と
為
す
。
万
物
生
長
す
。
最
首
の
方
な
り
。
「
大
詳
細
』
第
七
廿

仏 長

室局
室て
福音

て出
先男
女を

罪E
ゑる
照を
ら川

す Z
E5同 Z
。 故

今に

五
わ
く
、
先
ず
、
東
方
に
恒
沙
の
仏
国
土
有
り
。
其
の
国
土
の
量
、

今
仏
の
如
く
百
億
三
千
大
千
世
界
、
即
ち

一
仏
主
領
の
国
界
な

り
。
其
の

一
仏
国
土
に
無
量
無
辺
の
菩
薩
声
聞
等
の
所
化
の
衆

有
り
。
仏
、
各
お
の
其
の
国
に
住
し
て
、
各
お
の
其
の
国
の
無

量
の
所
化
の
衆
に
対
し
て
讃
歎
し
給
う
事
な
り
。
問
う
、
六
方

の
諸
仏
は
浄
土
の
仏
と
や
せ
ん
、
機
土
の
仏
と
や
せ
ん
。
答
う
、

浄
械
に
通
ず
べ
し
。
問
う
、
若
し
棋
士
に
通
ず
と
云
わ
ば
、

「称

讃
経
』
に
は
「
十
方
、
皆
浄
土
」
と
云
え
り
。
阿
閥
仏
、
無
量

寿
仏
は
正
し
く
、
是
れ
浄
土
な
り
。
義
推
す
る
に
、
諸
仏
も
是

れ
浄
土
な
る
べ
し
。
答
う
、
浄
機
異
な
り
と
離
も
、
悲
智
是
れ
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同
じ
な
り
。
臓
土
の
仏
と
難
も
、
何
ぞ
大
事
因
縁
を
証
誠
せ
ざ

ら
ん
や
。
是
の
故
に
、

『経
』
に、

三
千
大
千
世
界
と
云
う
。
愛

に
知
り
ぬ
、
横
土
な
り
と
い
う
こ
と
を
。
若
し
、
浄
土
な
ら
ば
浄

土
に
須
弥
無
き
故
に
繊
土
の

因
順
し
て
、
応
に
大
千
と
云
う
な
る
べ
し
。
信
に
知
り
ぬ
、
浄

誠

一一

諸
仏
、
各
お
の
此
の
事
を
証
す
る
こ
と
を
。
但
し
、
新

訳
は
是
れ

E
く
勝
に
従
う
が
故
に
、
或
い
は
自
証
に
約
し
て
浄

目

積
倶
に
浄
な
り
日
上

記」

下士
ハ続
。

-
亦
有
と
は
、
釈
迦
の
称
讃
に
対
し
て
亦
た
と
日
う
。
調
わ
く
、

但
、
我
独
り
今
称
讃
す
る
に
あ
ら
ず
。
六
方
の
諸
仏
も
亦
た
現

に
称
讃
し
た
ま
ふ
と
な
り
。
有
の
字
の
意
は
釈
迦
等
同
の
果
上

の
言
ば
れ
ば

ア
リ
ト
点
ジ
テ
モ
ヨ
シ
。

-
恒
河
沙
数
と
は
、
亦
た
恒
伽
沙
と
云
う
。
真
諦
の
云
わ
く
、

東
天
竺
の
地
最
も
此
の
河
に
近
し
。
人
多
く
見
る
が
故
に
故
ら

に
引
き
て
喰
と
な
す
な
り
。『
大
論
』
第
七
廿
四
紙
に
日
わ
く
、
「
恒

河
は
沙
多
し
。
余
河
は
爾
ら
ず
。
復
た
、
是
の
恒
河
は
是
れ
仏

の
生
処
、
遊
行
処
に
て
、
弟
子
眼
見
す
る
が
故
に
喰
と
す
」
。「
浬

繋
経
章
安
の
疏
」『
疏紗
」
四之
一巻十
八
紙
頭
に
出
引
に
云
わ
く
、

「仏、

毎
に
恒
河
を
指
し
て
、
数
と
す
。
四
義
を
具
す
る
が
故
な
り
。
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一
に
は
人
多
く
識
る
が
故
に
、

二
に
は
入
る
者
、
福
を
得
。
三

に
は
八
河
の
中
に
於
い
て
大
な
り
。
四
に
は
仏
所
生
の
処
な
り
」
。

今
、
云
わ
く
、
此
の
河
、
釈
迦
説
法
の
会
座
近
き
を
以
ち
て
、

毎
に
此
の
河
を
呼
び
て
大
衆
に
示
し
、
職
と
為
し
た
ま
う
、
瞳
雷

え
ば
此
の
方
に
て
広
大
を
喰
う
る
に
、
京
都
に
は
比
叡
山
を
以

ち
て
し
、
東
国
に
は
富
士
山
を
も
っ
て
、
其
の
広
大
を
喰
う
る

が
知
し
。

-
各
於
其
固
と
は
、
問
う
、
此
れ
等
の
証
誠
は
諸
仏
各
お
の
釈

迦
の
会
座
に
来
た
り
て
証
誠
し
た
ま
う
や
。
答
う
、
爾
ら
ず
。

既
に
「
各
於
其
国
」
と
云
う
、
何
ぞ
此
の
会
座
に
来
ら
ん
。
問
う
、

若
し
爾
ら
ば
、

「金
光
明
』
の
知
き
は
、
四
方
の
仏
、
四
も
よ
り

此
の
会
に
来
至
し
、
為
に
証
誠
せ
ん
と
欲
す
。『
法
華
経
』
の
如

き
は
、
多
宝
仏
塔
、
地
従
り
涌
出
し
て
真
実
を
証
誠
す
。
今

「経
』
、

何
が
故
ぞ
、
諸
仏
、
彼
に
在
し
て
、
此
の
土
に
来
た
ら
ず
、
只
、

是
れ
釈
迦
、
道
同
と
説
く
や
。
若
し
一
寸
台
白
一
此
の
土
に
来
至
せ
ず

ん
ば
、
証
誠
に
非
ざ
る
べ
し
。
答
う
、
之
を
会
す
る
に
、
二
義
有
り
。

一
に
は
釈
迦
彼
の
土
の
化
を
引
き
て
、
彼
の
語
を
信
受
せ
よ
と
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勧
め
ば
、
諸
仏
も
亦
た
彼
の
衆
に
対
し
て
、
誠
実
の
言
を
宣
説
す
。

宣
に
証
誠
に
非
ず
や
。
但
し
、
来
た
ら
ざ
る
は
、
現
相
の
為
の
彼

の
上
に
於
い
て
吉
相
を
現
ぜ
ん
為
の
般
な
り
故
な
り
。
四
仏
と
多
宝
と
は
、
舌

相
を
現
せ
ず
。
故
に
此
の
土
に
来
た
る
。
二
に
裟
婆
界
、
其
の
地
、

狭
き
故
に
如
何
ん
が
恒
沙
の
諸
仏
を
容
受
せ
ん
。
問
う
、
仏

化
難
思
な
り
。
何
ぞ
大
小
を
妨
げ
ん
。
彼
の
方
丈
の
琶
容
無
碍

な
る
が
如
し
。
又
た

一
塵
、
大
千
の
経
を
入
る
が
知
し
。
答

ぅ
、
化
儀
不
定
な
り
。
円
融
を
顕
さ
ん
が
為
に
、
無
碍
の
相
を

現
ず
。
世
情
に
附
順
し
て
は
凡
境
に
似
同
す
。
是
の
故
に
、
諸
仏
、

明

此
の
土
に
来
ら
ず
己
上

E
の向
。
又
た
、

一
義
有
り
て
云
わ
く
、

来
た
り
て
証
誠
す
る
時
は
、
其
の
会
座
大
衆
、
釈
迦

一
仏
主
領

の
所
化
の
衆
生
の
許
に
し
て
、
利
益
甚
だ
狭
少
な
り
。
故
に
来

至
せ
ざ
る
の
み
。

-
出
広
長
舌
相
と
は
、
出
は
去
声
に
呼
べ
。
音
、
吹
。
広
長
と

は
左
右
を
広
と
す

『疏
控
附
之
-巻
卜
九
的
。
前
後
を
長
と
す
。
舌
相

と
は
、
仏
、
因
位
に
無
量
劫
来
不
虚
妄
に
よ
り
て
、
果
位
に
広

長
舌
相
を
得
た
ま
う
な
り
。
爾
る
に
、
証
明
証
擦
に
必
ず
舌
相

を
出
し
た
ま
う
。
此
れ
何
の
由
ぞ
や
。
謂
わ
く
、
諸
仏
、
己
に

舌
を
以
ち
て
衆
生
を
利
益
し
た
ま
う
。
故
に
余
事
を
以
ち
て
証

せ
ず
し
て
舌
相
を
出
。た
し
た
ま
う
な
り
。
戒
度
目
智
也
捕
科
下
十
七

紙
云
わ
く
、
「
『智
論
』
に
、
聞
い
て
臼
わ
く
、
世
尊
は
大
徳
威

重
な
り
。
何
が
故
ぞ
広
長
舌
を
出
だ
し
、
軽
相
に
似
如
た
る
ぞ
。

答
う
、
今
、
口
に
難
信
難
解
の
法
を
説
か
ん
と
欲
す
。
是
の
故
に
、

舌
相
を
出
だ
し
て
必
ず
真
実
な
る
こ
と
を
証
せ
ん
と
す
る
な
り
己

ω川
wh

」。『
大
論
』
第
八
五
紙
に
日
わ
く
、
「
知
来
、
小
事
を
証
せ
ん

為
に
は
、
但
、
舌
を
針
べ
て
、
面
を
覆
う
。
或
い
は
髪
際
に
至
る
。

若
し
大
可
当
Z
事
を
証
す
る
に
は
、
広
長
の
舌
相
、

三
子
大
千

世
界
に
覆
う
な
川
」
。
慈
恩
の
云
わ
く

『決疑
並

立
郎
九
紙
前
川
、
今

吉』

所
引
少
異
な
句
、
「
今
、
因
微
に
し
て
果
勝
る
こ
と
を
説
く
。
衆
生
の

疑
い
を
恐
る
。
此
れ
乃
ち
苦
悩
を
地
つ
る
の
要
門
、
常
楽
を
証

す
る
の
疾
路
な
り
。
事
、
既
に
広
大
な
れ
ば
、
現
端
、
軽
に
非
ず
。

舌
相
を
釘
べ
て
遍
く
大
千
に
覆
う
。
西
方
に
し
て
而
真
の
快
楽

ωw 

を
見
る
こ
と
を
証
す
る
な
り
口上」
。『
観
念
門
』
H
五
紙
に
云
わ
く
、

「若
し
此
の
証
に
よ
っ
て
、
生
ず
る
こ
と
を
得
ず
ん
ば
、

六
方
諸

仏
の
箭
舌
、
、

一
た
び
、

口
を
出
で
て
己
後
、
終
に
口
に
還
り
入

剛

ら
ず
、
自
然
に
壊
畑
せ
ん
」
と
な
り
。
文
た
、
釈
迦
舌
相
を
出
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し
て
、

三
千
に
覆
い
た
ま
う
事
、
他
経
に
例
有
り
。
『阿
惟
越
致

遮
経
」
第
三
巻
に
出
で
た
り

十
九
。
具
さ
に

『合
讃
」
に
之
を

師

引
く
。
拐
、
諸
仏
の
証
誠
は
各
お
の
、
其
の
国
に
於
い
て
、
今

日
釈
迦
の

『阿
弥
陀
経
」
を
説
た
ま
う
知
く
に
、
亦
た
皆

「阿

弥
陀
経
」
を
説
き
た
ま
う
。
是
れ
三
世
諸
仏
、
大
悲
同
を
以
ち

て
の
故
な
り
。
又
た
、

三
世
諸
仏
説
法
の
儀
式
、
亦
た
今
日
の

釈
迦
尊
に
同
じ
き
が
故
な
り
。
問
う
、
若
し
爾
ら
ば
、
今

「経
』

の
会
座
、
諸
仏
の
如
く
、
釈
迦
も
亦
た
舌
相
を
出
す
や
。
答
う
、

測
り
難
し
。
若
し
他
方
の
仏
化
を
助
け
ん
が
為
に
は
、
釈
迦
も

亦
た
応
に
舌
相
を
現
ず
べ
し
。
経
に
説
ざ
る
は
、
此
土
の
見
に

約
す
な
る
べ
し
。
問
う
、
此
の
会
の
衆
生
、
諸
仏
の
舌
相
を
見

る
べ
き
や
。
答
う
、

「群
疑
論
』
第
二
十四
紙
に
日
わ
く
、
「
諸
仏
、

て不
相虚
を誼
観の
二舌
百 年目

をを
聴現
きじ

疑誠

を悲
惨真
- -

Eヨ
てえ

寧桑
ぜし
生ィ
ぜ¥

と衆
E剛生
しを
% し

同

『記
」『
探要ドル
」
凶巻五
十
紙
に
日
わ
く
、
「
経
の
中
、
此
の
土
の
衆
生
、

仏
の
舌
相
を
見
、
及
び
彼
の
言
を
聞
く
と
言
わ
ず
。
今
、
推
し

て
釈
を
作
す
。
調
わ
く
、
舌
相
を
吐
き
、
誠
実
の
言
を
致
す
と

は
、
此
の
機
を
し
て
疑
を
断
じ
、
信
を
生
ぜ
し
め
ん
が
為
な
り
。

当
機
の
衆
生
、
若
し
見
聞
せ
ず
ん
ば
、
証
可
色
白
一
誠
、
何
か
せ
ん
。
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理
、
必
然
の
故
に
、
須
く
此
の
解
を
作
す
べ
し
。
経
は
極
略
の

故
に
、
之
を
説
か
ざ
る
な
り
。
又

『要
記
』『
小
経
事
位
。
永
観
作
。
今
『星

亦た之
を
引く

に
云
わ
く
、
発
起
影
間
の
二
衆
は
彼
土
の
舌
相
を
見
、

当
機
結
縁
は
宜
し
き
に
随
い
て
不
定
な
り
。
或
い
は
仏
神
力
の

故
に
、
四
衆
倶
に
見
る
己
上
京
要
記
』
」
。
今
、
云
わ
く
、
相
を
観
、

言
を
聴
く
は
、
疑
を
除
き
、
信
を
生
ぜ
ん
為
に
、
釈
迦
諸
仏
、

各
お
の
我
見
是
利
の
説
法
有
り
て
、
各
お
の
舌
相
を
三
千
に
覆

う
て
、
相
互
に
之
を
見
せ
し
む
。
若
し
会
上
の
衆
、
之
を
見
ざ

れ
ば
、
何
ぞ
疑
を
除
か
ん
や
。
是
の
故
に
、
今
日
釈
迦
の
我
見

是
利
、
及
び
舌
相
証
誠
を
、
他
方
の
衆
も
亦
た
之
を
見
聞
し
て
、

相
互
に
疑
を
除
き
、
信
を
生
ず
。
然
る
に
、
釈
迦
の
舌
相
を
此

の

「経
』
に
説
か
やさ
る
こ
と
は
、
応
に
此
の
土
の
衆
生
の
見
に

約
す
な
る
べ
し
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
是
れ
、
他
方
の
諸
仏
を
以

ち
て
証
誠
と
す
る
が
故
、
釈
迦
は
舌
相
を
示
さ
ず
。
若
し
、
他

方
の
仏
化
を
助
け
ん
為
に
は
、
釈
迦
も
亦
た
、
応
に
舌
相
を
現

ず
べ
し
。
仏
仏
相
互
に
爾
な
れ
ば
な
り
。
例
せ
ば
、

『大
経
」
下巻

五
十四
紙
に
、
「
阿
難
、
彼
土
の
仏
及
び
光
明
を
見
た
て
ま
つ
る
に
、
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一
時
に
悉
く
彼
よ
り
見
た
て
ま
つ
る
。
彼
よ

醐

り
此
土
を
見
る
こ
と
も
、
亦
た
復
た
是
の
如
し
」
と
云
う
が
如
し
。

此
の
会
の
四
衆
、

或
か
一五
わ
く
、
同
祇
園
会
上
の
大
衆
は
舌
相
を
見
る
と
や
せ
ん
、
将
た
、
岡
崎
さ
る
と
や
せ
ん
。
若
し
、

見
る
と
翻
わ
ぱ
、
経
文
、
既
に
「
各
於
其
国
」
と
云
う
。
此
の
衆
、
奈
何
ん
ぞ
其
れ
見
る
こ
と

を
得
ん
や
。
若
し
見
-
さ
れ
ば
、
経
文
に
亦
た
、

「汝
等
当
信
」
と
云
う
。
今
の
大
衆
の
為
に
、
宣

に
証
と
成
ら
ん
や
。
答
う
、
古
自
り
講
ず
る
者
、
其
の
義
不
同
な
り
。

一
に
云
わ
く
、
此
の

「経
』

の
証
誠
は
本
、
末
俗
た
り
。
在
世
の
消
衆
は
影
瞬
間
発
起
す
。
知
り
ぬ
、
時
衆
の
見
聞
を
要
と
せ
ざ

る
こ
と
#
表
す
る
こ
と
を
。
但
し
、

「汝
等
当
信
」
の
文
に
至
り
で
は
、
見
聞
せ
ず
と
難
も
、
釈

迦
伝
説
し
て
、
疑
を
除
き
信
を
生
ぜ
し
め
ん
に
、
何
の
縦
し
き
こ
と
か
之
有
ら
ん
。一

に
は
云
わ
く
、

十
方
の
諸
仏
、
衆
生
の
釈
迦

一
仏
の
所
説
を
信
ぜ
喝さ
る
こ
と
を
恐
畏
し
て
、
同
心
同
時
に
各
お

の
舌
相
を
出
す
。
衆
、
若
し
見
る
こ
と
無
く
ん
ぱ
、
信
、
何
ぞ
生
ず
る
こ
と
有
ら
ん
。
道
理
必

然
な
り
。
故
に
見
る
こ
と
を
得
べ
き
な
り
。
但
し
、

「各
於
其
国
」
の
文
に
至
り
て
は
、

「従

1
方

恒
沙
仏
土
」
自
り
長
舌
を
此
界
の
大
千
に
桜
い
、
、

当
会
の
衆
を
し
て
相
を
観
、
言
を
聴
か
し
む
。

仏
力
の
致
す
所
、
斯
れ
何
の
難
き
こ
と
有
ら
ん
。
『震

度

下

六

伽

-
循
覆
三
千
大
千
世
界
と
は
、
是
れ
、
且
く
裟
婆
の

一
化
に
掠

り
て
、

喜一
口
を
為
す
。
熟
つ
ら
思
う
に
諸
仏
、

三
千
に
覆
い
た
ま

う
可
怠
σ
一
舌
、
此
の
説
、
若
し
虚
妄
な
ら
ば
、
終
に
口
に
還
り
入

ら
ず
、
自
然
に
壊
畑
せ
ん
と
。
嶋
呼
、
凡
夫
疑
請
の
大
な
る
か

な
。
仏
、
斯
の
知
き
の
盟
誓
を
立
て
た
ま
う
。
若
し
之
を
聞
き
て
、

尚
、
信
ぜ
ず
ん
ば
、
恐
ら
く
は
其
の
過
、
誘
法
よ
り
重
か
ら
ん
。

実
に
信
ず
べ
き
の
甚
だ
し
き
者
を
や
。
世
界
と
は
世
の
字
。

井
に
は
濁
音
、
天
台
及
び
浄
土
は
清
ん
で
呼
ぶ
。
元
祖
並
び
に

鎮
西
は
共
に
山
門
に
学
し
た
ま
う
。
故
に
山
門
の
名
目
を
用
う
。

記
主
は
三
井
に
学
び
た
ま
う
。
我
が
宗
に
帰
依
の
後
、
定
め
て

改
む
べ
き
故
に
山
門
の
名
目
を
用
う
べ
し
。

-
説
誠
実
言
と
は
、
即
ち
、
我
見
是
利
等
の
不
虚
妄
の
称
讃
な
り
。

若
し
広
く
之
を
言
は
ば

『阿
弥
陀
経
』
な
り
。
若
し
、
要
を
取

り
て
之
を
言
わ
ば
、
念
仏
往
生
の
旨
を
説
く
。
説
誠
実
言
と
云

う
な
り
。
此
の

一
旬
、
慈
思
、
株
宏
、
並
び
に
越
渓
、
大
佑
等
、

下
文
に
属
す
。
元
照
は
上
に
摂
す
。

-
汝
等
衆
生
と
は
、
慈
思
の
云
わ
く
、
「
此
の

『経』

の
勢
い
を

観
れ
ば
二
意
有
り
。

一
に
は
、
他
方
の
諸
仏
、
自
国
聴
衆
に
告

ぐ
。
こ
に
は
釈
迦
、
彼
の
仏
の
意
言
を
転
引
し
て
、
彼
の
西
方

を
証
し
て
、
一
会
の
衆
生
を
し
て
信
敬
せ
し
む
る
な
り
己上」
。
今、

五
わ
く
、
初
め
の
意
に
云
わ
く
、
阿
閑
仏
の
如
き
は
、
会
上
の

衆
に
告
げ
て
言
わ
く
、

当
に
釈
迦
所
説
の

『称
讃
不
可
思
議
功
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徳
阿
弥
陀
経
」
を
信
ず
べ
し
。
此
の
義
の
時
は
、
各
お
の
、
其

の
国
の
諸
仏
の
語
な
り
。
次
の
意
の
云
わ
く
、
祇
園
の
大
衆
を

指
す
。
謂
わ
く
、
釈
迦
、
大
衆
を
し
て
他
方
諸
仏
の
説
法
及
び

舌
相
を
見
聞
せ
し
め
、
大
衆
に
告
げ
て
言
わ
く
、
「
当
に
諸
仏
所

説
の

称
讃
不
可
思
議
功
徳
阿
弥
陀
経

を

ず
べ
し

此
の

義
の
時
は
、
是
れ
釈
迦
の
語
な
り
。
定
永
軍
基
八
紙
の
云
わ
く
、

「
『
弥
陀
経
」
の
中
に
説
く
、
汝
等
衆
生
、
皆
、
応
に
是
の
釈
迦

の
所
説
、
所
讃
、
所
証
を
信
、ず
べ
し
。

一
切
凡
夫
、
一
足
む
と
罪
福

の
多
少
、
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
、
但
、
能
く
、
上
は
百
年
を

尽
く
し
、
下
、

一
心
に
専
ら
弥
陀
名
号

一
日
七
日
に
至
り
て

を
念
ず
れ
ば
、
定
で
往
生
を
得
る
こ
と
、
必
ず
疑
い
無
き
な
り

経
れ
当
文
の
取
意
釈
。
」
と
。

-
当
信
是
称
讃
等
と
は
、

『唐
訳
」
の
経
本
に
準
る
に
、
題
し
て

「称
讃
不
可
思
議
功
徳

一
切
諸
仏
所
護
念
経
」
と
云
う
。
是
れ
、
仏
、

自
称
の
題
な
り
。
「
是
」
と
は
、
即
ち
、
此
の

「経
』
を
指
す
な

り
。
「
称
讃
」
と
は
、
称
は
其
の
徳
を
述
し
、
讃
は
其
の
義
を
覚
す
。

心
慮
測
ら
ざ
る
を
不
可
思
と
日
い
、
談
及
ば
ざ
る
を
不
可
議
と

日
う
。
諸
行
、
広
し
と
躍
も
、
念
仏
の
功
徳
に
方
る
こ
と
麻
酔
し
。

此
の

「経
」
、
其
の
徳
其
の
義
を
称
讃
す
。
故
に
弥
陀
の
名
号
及
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び
此
の

『経
』
名
を
聞
き
て
、
能
く
信
受
す
る
者
は
、
恒
沙
の

諸
仏
に
共
に
護
念
せ
ら
る
。
故
に

『称
讃
釈
迦
不
可
思
議
功
徳
川

弥陀

一
切
諸
仏
所
護
念
経
」
と
言
う
は
、
具
足
し
て
は
、
応
に
称

讃
阿
弥
陀
仏
不
可
思
議
功
徳
と
名
づ
く
べ
し
。
其
の
文
は
略
な

り
巳
上
、
林
讃
己
下
、
慈
恵
の

m
Z
所
柑
但
し
具
製
有
り
。

西
方
世
界
有
無
量
寿
仏
と
は
、
無
量
寿
は
本
仏
と
名
を
同
ず
る
に

よ
っ
て
、
古
よ
り
二
説
あ
り
。

一
義
に
云
わ
く
、
経
の
文
勢
に
擦

る
に
、
此
は
是
れ
他
仏
な
り
。
西
方
の
弥
陀
に
同
名
異
体
、
甚

だ
多
し
。
必
ず
し
も
極
楽
の
法
蔵
の
所
成
の
弥
陀
に
あ
ら
ず

一死照

E
の
意

。
彼
の
世
に
伝
う
、

三
十
六
万
億

一
十

一
万
九
千
五
百

の
同
名
同
号
阿
弥
陀
仏
と
云
う
が
如
し

事
邦文
担
巻
終
的

富
針浄

上
喜

四巻卜
時
又
た
、
問
欽
、

此
義
を
依
用
す
。『
記
」
の
所
引
の
如
、
同
。

例
え
ば
、

『法
華
』
の
二
万
、
同
じ
く
日
月
灯
明
と
名
づ
く
が
如
し
。
『
壇

知
山

経
』
に
は
八
百
億
の
同
名
の
釈
迦
等
有
り
戒
度

目
告
止
補
科
下
廿
川
町
。

し
か
の
み
れ
φ

ら
ず

加
之
、

『大
阿
弥
陀
経
』上
巻
阿
十
紙
に
は
、
「
無
辺
仏
剃
を
過
ぎ
て
、

同
く
釈
迦
牟
尼
と
名
納
つ
く
る
者
、
勝
て
可
お
σ一数
う
べ
か
ら
ず
」
。
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又
た
観
音
は
観
音
如
来
を
師
と
す
る
現
鹿
第
九
等
、
い
う
と
き
は
、

則
ち
無
量
寿
の
名
伺
ぞ
止
だ

一
仏
の
み
な
ら
ん
株
考
古腕
私
況
や
、

『
仏
名
経
」
の
第
六

一極
四
紙
五
紙
、
亦
た
阿
弥
陀
同
名
を
説
け
り

窓
口
芭
所
h
。
然
る
に
今
の
無
量
寿
仏
は
西
方
の
同
名
、
能
讃
の
仏

な
り
。

一
義
に
云
わ
く
、
極
楽
の
弥
陀
を
指
す
な
り
。
此
の
義
、

且
く
極
成
な
ら
ず
と
離
も
、
設
い
若
し
弥
陀
の
自
讃
も
理
に
於

い
て
は
何
ぞ
違
せ
ん

『通
芭
下
八
向
。
衆
生
を
引
転
し
て
、
勝
意
を

生
ぜ
し
め
る
が
故
に
、
釈
尊
の
自
讃
「
天
上
天
下
」
等、
冨
繁
一往

瑠
応
経
』「
大

百

念
」
等
に
之
を
明
か
加
或
い
は

「我
為
法
王
、
於
法
自
在
等」

と
言
、刀

、
諸
経
に
散

在
す
。
弥
陀
の
自
讃
も
例
、
知
る
可
し
。
其
の
上
、
弥
陀
の
自

讃
も
強
ち
に
、
其
の
過
無
し
。
諸
仏
は
、
既
に
我
法
二
執
を
亡
ず
。

他
を
化
せ
ん
為
に
、
自
讃
、
何
ぞ
之
を
妨
げ
ん
。
凡
夫
の
自
讃
、

失
を
成
、
ず
る
に
同
じ
か
ら
ざ
る
の
み
。
株
宏
、
評
し
て
日
わ
く
、

「
前
の
一
説
は
、
恐
ら
く
は
、
人
、
諸
仏
の
数
、
微
塵
な
る
こ
と

を
知
ら
ず
し
て
、

一
偏
に
拘
執
せ
ん
。
故
に
、
同
名
、
甚
だ
多

き
こ
と
を
示
す
。
後
の

一
説
は
、
恐
ら
く
は
、
人
、
自
讃
す
べ

か
ら
ざ
る
に
泥
し
て
仏
の
神
用
に
昧
き
こ
と
を
泥
ん
で
、
故
に
、

自
讃
、
妨
げ
無
き
こ
と
を
示
す
。
是
に
知
り
ぬ
。
二
説
、
兼
成
し
て
、

盟

理
固
に
、
碍
げ
無
し

『疏紗
」
四之
一巻
、
廿
五
的
」
。
若
し
越
渓
の
「
旬

解
』
に
撮
ら
ば
廿
二
紙
、
云
わ
く
、
「
古
崖
古
崖
は
大
佑
の
寵
臣
上
五
紙

頭
に
見
伽
又
た
、
越
渓
の

『疏
」
に
云
わく、

「古
屋
の
新
一向
復
た
集
一託
有
励
。
、
調

ゆ
る
二
師
盆
芝
、
慈
恵
の
義
、
皆
、
通
ず
。
慈
恩
も
又
た
従
容
な
り

上
来
、
警
の
布
己
下
、
置
匠
下
土
ハ
紙
、
J

話
引
と
。
今
、
云
わ
く
。
玄

一
、

霊
芝
は
初
義
の
意
な
り
。
慈
恩
、
用
鉄
は
二
義
な
り
。
倶
に
存

す
此
の
四
師
、

『記
」
下
廿
紙
所
加

故
に
評
す
。
今
、
後
義
の
意
の
云
わ
く
、

非諸
ず仏

u も

只と

墓 t
R 、

警我
4 法
り一

三事 執

在主
ネ手
間;争
ーー プ1ミ

チ 故
誰 lミ
レ
モ全
自く
讃 自
ジ讃
ヤに

卜
云
ウ
相
手
が
無
い
程
に
、
過
は
ナ
イ
ゾ
上
来
、

二
義
の
中
に
は
、
皇
の

自
讃
の
説
を
通
途
、
之
を
問
う
。
但し
、予
は
裂
を
依
用
す

。
拐、

『仏
説
不
思
議

功
徳
諸
仏
所

-aE一
護
念
経
』
附閤那一剛多
訳
、
彼
の

「経
』
下
巻
に

西
方
仏
を
列
す
。
惣
数
、
六
十
二
有
り
。
其
の
第
十
三
西
方
極

楽
世
界
阿
弥
陀
知
来
。
又
た
廿
四
に
阿
弥
陀
知
来
。
又
た
廿
五

自
り
三
十
に
至
り
、
列
仏
の
名
、
全
く
此
の
『
経
』
所
列
の
無

量
相
等
の
六
仏
の
名
に
同
じ
。
故
に
知
り
ぬ
、
今
の
無
量
寿
仏

は
彼
の

『経
』
第
廿
四
阿
弥
陀
如
来
に
当
た
る
。
第
十
三
極
楽

阿
弥
陀
に
は
非
ず
。
知
り
ぬ
ぺ
き
な
り
。
彼
の

『経
』
六
十

『阿弥陀経随聞講録』書き下し259 



に
四
方
阿
弥
陀
如
来
有
り
。
此
れ
亦
た
、
別
仏
な
り
巳
上
、
或
る
師
の

考
え
な
り
。
私
に
加
う
な
り

。

-
難
温
仏
と
は
、
温
は
ハ
、
ム
ト
訓
ず
。
温
み
難
き
ナ
レ
パ

是
れ
障
碍
す
る
こ
と
無
き
。

下
方
世
界
と
は
、
『
記
』
に
日
わ
く
、
「
問
う
、
若
し
薩
婆
多
宗

に
依
ら
ば
、
上
下
二
方
を
許
さ
ず
。
答
う
、
彼
は
小
乗

一
途
の

刷

所
談
、
全
く
大
乗
通
方
実
説
に
非
ず
」
。

-
達
摩
仏
と
は
、
「
摩
」

置
臣

、
多
本
慈
恩
、
元
照
、
鯨
宏
、
真
ひ
恵
心
等

「磨」

に
作
る
。
古
来
ヨ
リ
「
ダ
ル
マ
」
ト
モ
「
ダ
ツ
マ
」

ト
モ
読
ミ

来
た
レ
リ
。
爾
レ
ド
モ
「
ダ
ツ
マ
」

ノ
音
、
宜
き
か
。
禅
宗
の

コエ

祖
師
を
「
ダ
ル
マ
」
ト
唱
う
。
「
ダ
ル
」
ト
云
う
ハ
、
音
ナ
リ
ヤ
、

ョ、ミ訓
ナ
リ
ヤ
。
或
が
云
わ
く
、
「
ダ
ツ
マ
」
ト
云
う
ヲ
「
ダ
ル
マ
」

ト
唱
へ
誤
ま
ル
ト
。
或
が
云
わ
く
、
和
訓
な
り
と
。
或
が
云
わ

く
、
読
僻
ナ
リ
ト
。
此
の
三
答
、
共
に
非
な
り
。
「
ダ
ツ
」

ヲ
「
ダ

ル
」
ノ
唱
う
る
事
、
音
韻
に
通
達
し
、
四
声
の
連
声
、
長
練
ス

ル
ト
キ
ハ

「
ダ
ツ
」

ニ
「
ダ
ル
」
ノ
音
を
求
ル
こ
と
、
甚
だ
安

、ン
。

一
切
の
文
字
、
七
音
分
レ
テ
、

四
声
発
る
。
広
く
九
弄
を

談
ズ
ル
ト
キ
ハ
、
十
六
音
、
六
十
四
声
の
理
字
ゴ
ト
ニ
含
蔵
ス
。

例
セ
パ
役
の
字
を
世
上
に
役
ノ
行
者
ト
唱
ウ
。
可印。
σ
一
「
エ
キ
」
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ニ
「
エ
ン
」
ノ
音
、
字
韻
ノ
書
ニ
出
づ
ル
を
見
ず
。
此
れ
亦
た
、

音
韻
に
達
ス

ル
ト
キ
ハ
其
の
音
を
求
ル
こ
と
、
亦
た
易
き
な
り

一五
一玄
。

-
宿
王
仏
と
は
、
元
照
の
云
わ
く
、
「
宿
の
音
は
秀
、
星
宿
の
中

の
王
と
は
所
調
る
月
な
り
。
経
に
云
わ
く
。
衆
星
の
中
に
月
の

天
子
を
第

一
と
す
。
或
い
は
北
辰
は
天
の
中
に
居
し
て
、
衆
星

之
を
挟
う
。
辰
星
を
宿
中
の
王
と
す
。
亦
た
、
法
身
の
諸
法
に

出
過
す
る
に
喰
う
る
な
り
己上
『義疏
』
」と
。『
聞
持
記
」
に
云
わ
く
、

「
初
め
の
義
は

『法
華
経
」
に
見
る
。
亦
た
、

『律
の
序
』
に
《
衆

師

星
に
は
月
を
最
と
為
す
》
と
云
う
が
知
し
。
次
の
義
は
即
ち

「論

語
」
に
云
わ
く
、
「
警
え
ば
北
辰
の
其
の
所
に
居
て
衆
星
の
之

を
挟
う
が
ご
と
し
」
。
宿
の
字
は
、
『
谷
響
集
」
五
士
ハ紙

に
評
し

て
日
わ
く
、
「
瀬
真
子
、
之
を
論
ず
。
云
わ
く
、

「廿
八
宿
韻
略
』

に
宿
音
を
繍
と
い
う
は
、
非
な
り
。
何
を
以
ち
て
か
之
を
号一
日ノ
。

二
十
八
宿
、
之
を
二
十
八
舎
と
謂
い
、

又
た
、
之
を
二
十
八
次

と
い
う
調
う
。
次
な
り
。
舎
な
り
。
皆
、
止
宿
の
意
有
り
。
今、
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乃
ち
、
音
、
繍
と
い
う
。
此
れ
、
何
の
理
ぞ
。
彼
の

『韻
略
』

は
知
ら
ず
し
て
、
但
、
俗
に
異
ら
ん
こ
と
を
欲
し
て
義
を
害
す

る
こ
と
を
知
ら
ず
。
学
者
、
当
に
其
字
の
如
く
之
を
呼
ぶ
べ
し

己勾」
。
或
が
云
わ
く
、
此
の
運
敵
の
評

一
概
不
正
な
り
。
夫
れ
、

文
字
の
戸
音
は
、
遠
く
党
字
よ
り
発
す
。
之
を
漢
字
に
伝
う
る

な
り
。
凡
そ
字
毎
に
四
声
七
音
を
備
え
ざ
る
は
無
し
。
同
字
の

四
声
を
分
か
つ
に
、
則
ち
、
字
義
、
大
い
に
異
わ
る
。
宿
の
字
、

去
声
入
声
の
別
あ
り
、
宥
の
摂
、
去
声
、
息
救
切
。
洪
範
が

『韻
略
』

に
日
わ
く
、
「
二
十
八
宿
、
音
秀
、
列
島

己上

」。
此
の
時
は
、
ホ

シ
ト
ヨ
ム
な
り
。
又
た
、
屋
の
摂
、
入
声
、
息
六
の
切
な
り
。『
左
伝
」

に
「

一
宿
を
舎
と
す
巴
上
」
。
此
の
時
は
ヤ
ド
ル
ト
ヨ
ム
な
り
。

運
敵
、
学
才
の
名
有
れ
ど
も
、
韻
学
未
練
の
故
に
、
瀬
真
子
の

一
義
を
讃
し
て
取
り
、

『韻
略
』
の
一
義
を
誘
り
捨
つ
。
往
古
の

賢
可
臼
同
一
哲
、
夙
の
音
を
改
め
て
秀
の
音
と
ス
ル
コ
卜
誠
ニ
所

以
ア
ル
コ
ト
な
り
。
シ
ウ
ノ
音
ヲ
用
ル
時
ハ
二
十
八
の
ホ
シ
ト

五
う
義
な
り
。
文
シ
ユ
ク
ノ
音
ヲ
用
う
る
時
二
、
四
方
に
、
各

お
の
七
星
有
り
。
其
の
所
所
ヤ
ド
リ
ト
、
マ
ル
ト
云
う
意
ナ
リ
。

然
れ
ば
、
各
お
の
、
互
い
に

一
義
。
学
者
の
意
楽
、
今
ニ
初
め

タ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
。
概
執
し
シ
テ
必
ズ
是
非
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。

然
る
に
、
近
年
梓
行
の
書
両
弥
陀
経
義
主
運
敵
に
与
シ
テ
、
元
照

ヲ
難
ズ
ル
人
ア
リ
。
後
学
、
是
ヲ
取
る
コ
ト
ナ
カ
レ
。
霊
芝
等

の
釈
、
誤
り
ア
ル
コ
ト
ト
ナ
シ

云云。

委
く

『和
漢
弁
会
録
』
第

五
巻
、
之
を
評
論
す
。

舎
利
弗
於
却
意
云
何
等
と
は
、
己
下
は
経
名
に
約
し
て
三
世
の

利
益
有
る
こ
と
を
顕
す
。
此
れ
初
め
に
経
名
を
徴
す
。

-
所
護
念
経
と
は
、
肇
の
云
わ
く
、
「
善
男
子
は
所
護
念
の
人
な

り
。
阿
弥
陀
仏
及
び
六
方
恒
沙
の
諸
仏
は
能
護
念
の
人
な
り
」

詔」

“関

、J

所引シ」
c

-
聞
是
諸
仏
所
説
名
と
は
、
問
う
、
言
う
所
の
所
説
の
名
は
、

弥
陀
の
名
と
や
せ
ん
、
諸
仏
の
名
と
や
せ
ん
。
答
う
、
宗
家
の

意
、
即
ち
弥
陀
の
名
な
り
。『
讃
文
』
に
「
念
仏
語
経
除
罪
障
諸

仏
遥
加
護
念
身
」
と
云
う
を
以
ち
て
の
故
に
。
又
た
、
下
の
文

に
「
汝
等
皆
当
信
受
我
語
及
諸
仏
所
跡
」
と
云
う
に
順
ず
る
が

故
に
。
故
に
元
祖
豆
諸
灯
」
第
三
巻
、
土
谷
云
わ
く
、
「
所
説
名
と
は
、

叫

即
ち
上
に
証
す
る
所
の
弥
陀
の
名
号
な
り
」
己
上

。
或
い
は
、
諸

仏
の
名
な
る
べ
し
。
有
る
本

E
E
所
引
に
云
わ
く
、
「
舎
利
弗
、
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若
し
善
男
子
善
女
人
有
り
て
、
此
の
『
経
」
を
聞
き
て
受
持
す

る
者
及
び
諸
仏
の
名
を
聞
く
者
、
是
の
諸
の
善
男
子
善
女
人
は

照与P
の ロ
本

共日
作 Z
る“7 一ー

警喜
せ仏
らの
る為
とに
:z:;;之
つ醐株
」 宏

E5 
株 2
宏 引

自F
等梓
の モ
師 元

は
、
「
之
」
の
本
に
依
り
て
諸
仏
の
名
を
指
す
。
慈
恩
は
今
の
本

に
依
る
。
但
今
の
本
を
正
と
す
。
文
相
に
順
ず
る
が
故
に
。
問

ぅ
、
既
に
諸
仏
所
説
名
と
云
う
。
知
り
ぬ
、
是
れ
弥
陀
の
名
な
り
。

何
ぞ
諸
仏
の
名
に
通
ず
る
や
。
答
う
、
若
し
諸
仏
の
名
に
約
す

れ
ば
、
諸
仏
説
か
る
る
の
名
と
読
め
ば
、
是
れ
諸
仏
の
名
な
り
。

若
し
諸
仏
説
く
所
の
名
と
読
め
ば
、
是
れ
弥
陀
の
名
な
り
。
故

に
諸
師
の
意
も
亦
た
文
に
違
せ
ず
上
来
置
の
向
。

-
及
経
名
と
は
、
能
詮
の
経
名
、
即
ち
是
れ

『阿
弥
陀
経
』
の

名
な
り
。
元
祖

『漢詩灯
』
第
三
巻
、
十
七
紙
云
わ
く
、
「
即
ち
此
れ

『阿

の
名
な
り
。
問
う
、

『略記
」
品川
二
紙
の
問
答
。
今
は
元
祖
の
所
引
。

弥
陀
経
』

此
の

『経
」
に
阿
弥
陀
の
功
徳
を
説
く
の
外
、
全
く
別
の
事
無
し
。

今
の
文
、
何
が
故
ぞ
、
亦
た
経
名
を
讃
す
る
や
。
答
う
、
仏
と
法
と

別
な
り
。
是
の
故
に
各
お
の
利
益
有
り
。
仏
と
は
阿
弥
陀
仏
な
り
。

法
と
は

「阿
弥
陀
経
」
の
名
な
り
。
阿
弥
陀
仏
は
人
な
り
。
阿

弥
陀
経
は
法
な
り
。
是
れ
即
ち
、
人
法
各
別
な
り
。
故
に
各
お

の
利
益
有
る
な
り
己
上」

と
。
言
う
所
の
法
と
は
、
即
ち
上
来
所
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説
の
依
正
二
厳
発
願
起
行
を
指
し
て
経
名
と
名
づ
く
な
り
。

-
共
所
護
念
皆
得
不
退
転
乃
至
三
菩
提
と
は
、
元
祖
、
云
わ
く
、

「
若
し
人
、
此
の
阿
弥
陀
の
名
を
聞
か
ば
、
皆
、
護
念
を
蒙
り
て

菩
提
を
退
転
せ
ざ
る
の
益
を
得
る
な
り
。
護
念
と
は
喰
え
ば
魚

子
の
魚
母
に
念
ぜ
ら
る
る
が
故
に
摂
養
増
長
す
る
が
如
し
。
行

者
も
亦
た
繭
な
り
。
諸
仏
の
護
念
を
蒙
る
が
故
に
信
根
堅
固
増

長
を
得
る
な
り
。
不
退
と
は
、
諸
仏
の
護
念
力
に
由
り
て
信
根

堅
固
増
長
を
得
る
が
故
に
、
菩
提
の
果
に
於
い
て
、
示
し
て
不

退
を
得
る
な
り
。
己
上
の
二
は
、
是
れ
現
益
な
り
。
得
菩
提
と

一
av一
は
、
即
ち
当
来
の
利
益
な
り
」
己
上
、

元
祖
。
『
略
記
』
一
干
二
紙

に
云
わ
く
、
「
利
益
と
言
う
は
、
仏
名
及
び
経
名
を
聞
く
者
に
三

一
に
は
現
に
諸
仏
の
為
に
護
ら
る
。

回

退
転
を
得
。
三
に
は
当
に
大
菩
提
を
得
」
と
。
拐
、
護
念
と
は
、

益
有
り
。

こ
に
は
現
に
不

元
照
の
日
わ
く
、
「
護
は
謂
わ
く
覆
護
、
魔
を
し
て
焼
さ
し
め
ず
。

嗣

念
は
謂
わ
く
記
念
、
退
失
せ
し
め
ず
」
と
己
上
。
今
、
言
う
こ
こ

ろ
は
、
覆
護
と
は
、
職
、
ば
母
、
我
が
身
を
曲
げ
て
自
ら
其
の
子
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を
覆
い
、
諸
の
障
難
を
除
か
し
む
る
が
如
き
な
り
。
記
念
と
は
、

其
の
子
に
由
有
り
て
若
は
遠
行
し
、
若
は
他
国
す
、
其
の
時
、
母
、

常
に
之
を
憶
し
て
忘
れ
ざ
る
が
如
し
。
今
、
此
の
法
を
信
受
す

る
衆
生
は
、
仏
、
還
り
て
覆
護
憶
念
し
た
ま
う
。
護
念
に
依
る

故
に
、
必
ず
現
当
の
益
を
蒙
る
。
既
に
弥
陀
諸
仏
に
現
生
護
念

増
上
縁
有
り
。
釈
迦
、
亦
た
同
じ
。

一
仏
の
護
念
、
尚
、
軽
き

事
に
非
ず
。
況
や
六
方
恒
沙
の
諸
仏
、
相
い
共
に
護
念
し
た
ま

耐

師

う
を
や
。
宗
家
「
礼
讃
』
及
び

『観
念
門
」
に
委
曲
に
之
を
釈

し
た
ま
う
。
又
た
、

『大
日
経
の
疏
」
第

一
二
紙
、
題
名
を
釈
し

て
日
わ
く
、
「
神
変
加
持
と
は
、
旧
訳
に
或
い
は
仏
所
護
念
と
云

仰

な
り
」
と
。
当
に
知
る
べ
し
、
顕
密
両
教
、
如
来
の
大
悲
、
専

ら
護
念
に
在
り
。
然
れ
ば
今
、

三
仏
同
体
護
念
し
た
ま
う
。

切
災
障
自
然
消
散
、
尤
も
其
の
謂
れ
有
り
。
只
、
仰
信
し
て
須

嗣

ら
く
勤
行
す
べ
し
。
但
し
「
除
不
至
心
」
と
云
え
り
。
亦
た
慎

ま
ざ
る
べ
け
ん
や
。
不
退
と
は
、
問
う
、
位

一一
賢
行
初
地
己
上
、
七地

己
還
念
八
地
口
上
。
三
不
退
は
菩
薩
入
位
の
徳
な
り
。
今
の
不
遣
は

何
ぞ
や
。
答
う
、
是
れ
不
退
転
の
位
を
得
る
と
言
、
つ
に
は
非
ず
。

不
退
転
の
徳
を
得
る
な
り

『卜
八
週

卜川

三
凶紙

。
調
わ
く
、
内
に

は
念
仏
語
経
の
功
力
有
り
、
外
に
は
諸
仏
護
念
の
益
及
び
摂
取

の
光
照
を
蒙
る
が
故
に
、
此
の
益
有
る
な
り
。
問
う
、
往
生
己

後
、
処
不
退
を
得
る
こ
と
、
其
の
理
有
る
べ
し
。
具
可
印
N
Z
縛

の
凡
夫
、
現
に
不
退
を
得
る
こ
と
、
其
の
理
、
未
だ
明
か
な
ら

ず
と
。
答
う
、
宗
家
は

『讃
文
』
に
「
念
仏
諦
経
す
れ
ば
罪
障

酬

を
除
く
。
心
を
持
し
て
不
散
な
れ
ば
、
業
、
還
成
す
」
と
云
う
。

既
に
「
除
障
業
成
」
と
云
う
。
行
者
、
罪
を
滅
し
、
業
道
成
弁
す
。

即
時
自
然
に
不
退
の
徳
を
備
う
る
を
、
得
不
退
と
説
く
な
り
。
今、

云
う
、
念
仏
の
行
人
、
往
生
の
碍
と
成
る
べ
き
業
障
、
悉
く
尽

し
て
、
当
果
無
碍
の
位
に
ナ
リ
ヌ
レ
パ
決
定
業
成
弁
の
坪
な
り
。

往
生
不
退
、
至
菩
提
の
妙
果
を
証
得
す
べ
き
願
行
、
己
に
成
弁

す
。
当
来
の
菩
提
、
成
弁
ス
ル
位
ヲ
パ
争
て
か
不
退
菩
提
の
人

と
云
ハ
レ
ザ
ル
ベ
キ
。
念
仏
の
行
者
は
退
転
し
て
生
死
に
に
流

浪
す
る
こ
と
無
く
、
速
か
に
浄
土
に
往
生
し
、
仏
果
に
近
づ
く

は
、
実
に
不
共
の
法
、
不
可
思
の
行
な
り
。
人
は
退
転
ナ
レ
ド
モ

念
仏
の
功
徳
、
護
念
を
蒙
る
故
に
、
退
転
の
凡
夫
を
し
て
不
退

転
の
功
徳
を
得
せ
し
む
。
是
れ
則
ち
現
益
な
り
。
薄
地
の
凡
夫
、

伝

ん

ぞ

現
在
に
此
の
益
を
蒙
る
、
護
念
に
非
ず
し
て
是
れ
何
為
や
。
此
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れ
等
の
道
理
を
以
ち
て
見
る
時
は
、
念
仏
別
時
意
ナ
ド
、
云
う

事
、
甚
だ
謬
解
な
り
。
所
詮
、
此
の

一
生
に
て
即
ち
得
生
ス
ル

コ
ト
な
り
。

-
阿
縛
多
羅
等
と
は
、
元
照
の
云
わ
く
、
「
阿
縛
多
羅
、
此
に
は

無
上
と
翻
ず
。
三
親
、
此
に
は
正
等
と
云
う
。
三
菩
提
、
此
に

は
正
覚
と
云
う
。
即
ち
、
仏
果
の
号
な
り
」
巴
上

。
今
、
云
う
、

是
れ
二
転
の
妙
果
の
中
に
は
菩
提
智
の
辺
を
阿
樗
多
羅
等
と
云

ぅ
。
然
る
に
今
、
護
念
を
蒙
る
。
故
に
仏
果
の
修
行
に
趣
く
。

更
に
跡
と
ス
サ
リ
セ
ヌ
ヲ
「
皆
得
不
退
転
於
阿
樗
多
羅
」
等
と

一五・っ
。

-
是
故
舎
利
弗
と
は
、
上
来
の
知
く
、
現
当
の
益
有
る
が
故
に

勧
て
信
受
せ
し
む
な
り
。
世
尊
、
舎
利
仏
に
告
ぐ
る
は
是
れ
普

く
可
包
由
一
会
座
の
大
衆
及
び
末
世
の

一
切
衆
生
に
告
ぐ
る
な
り
。

上
来
の
舎
利
弗
、
皆
爾
な
り

「法
事
」
下十
二
議

。
文の窓、

当
段
「是放
」二

字思
う
べ
し
。
『
署
記
」
品川
二
紙
に
云
わ
く
、
「
勧
信
と
は
此
に
傍
正
有
り
。

正
に
は
弥
陀
及
び
経
を
信
受
す
る
こ
と
を
勧
む
。
傍
に
は
亦
た

通
じ
て
我
が
語
を
信
ず
る
が
故
に
。
当
に
諸
仏
説
を
信
ず
べ
き

が
故
に
。
当
に
我
名
を
信
ず
べ
し
巳
L

崎
」
。

-
信
受
と
は
、
株
宏
の
云
わ
く
、
「
信
は
不
疑
の
調
い
、
受
け
信
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るじ
は己
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害盟
ざ G
るて
を:之
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りじ
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聾の
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信
じ
て
受
け
ざ

-
我
語
と
は
、
釈
尊
の
自
説
、
即
ち
上
の
経
名
な
り
。
元
照
の

我云
れわ
信く
ぜ
ーぞ ーー「

長室
~ ロ日

記喜
十ず
奈良
語教
仏を
宣債
に Z
葦を
志君
らフ
んな

や師り

苦 虫日
芸 し

わ
く、

信
は
即
ち
能
信
の
心
。
教
は
即
ち
所
信
の
法
通
し
て
此
の

『経
』
の正
宗
の
行
法
務
指
す

な
ん
』
。

-
及
諸
仏
所
説
と
は
、
即
ち
上
の
諸
仏
所
説
の
名
を
指
す
な
り
。

-
若
有
人
巴
発
願
等
と
は
、

此
れ
発
願
往
生
に
約
し
て
三
因
一

果
を
明
か
す
。
先
ず
言
う
所
の
己
発
願
と
は
、
己
は
即
ち
過
去

仏
未
説
の
前
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
釈
迦
仏
出
生
ヨ
リ
先
に

生
れ
タ
ル
人
ハ
ト
云
う
こ
と
な
り
。
今
発
願
と
は
、
今
は
即
ち

現
在
仏
住
世
の
時
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
今
世
を
指
す
。
今

の
現
在
に
発
願
ス
ル
人
ハ
ト
云
う
こ
と
な
り
。
当
発
願
と
は
、

当
は
即
ち
未
来
の
仏
、
己
に
滅
し
て
の
後
、

言
う
こ
こ
ろ
は
未

来
を
指
す
。
我
が
入
滅
し
て
後
、
亦
た
、
弥
陀
の
法
に
帰
し
て

念
仏
ス
ル
人
ハ
ト
云
う
こ
と
な
り
。
己
発
願
の
人
は
、
己
に
往
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生
し
今
発
願
の
人
は
此
の
生
に
往
生
し
、
当
発
願
の
人
は
其
れ

も
其
の
生
の
次
ぎ
に
順
次
に
往
生
す
る
時
の
義
な
り
。
此
の

翠
』

文
の
三
世
を
常
途
の
三
世
の
如
く
、
義
を
取
ら
ず
ん
ば
、
則
ち

経
意
に
契
わ
ず
。
所
詮
、
三
世
の
人
、
皆
、
多
生
に
往
生
す
る

に
非
ず
。
又
た
、

一
生
に
其
の
功
を
成
ず
る
な
り
。
今、

言
う

所
の
三
世
の
人
と
は
、
誓
え
ば
祖
可
思
σ一
父
過
去
と
親
現
在
と
子

未
来
と
の
如
し
。
各
お
の

一
世
に
往
生
を
遂
ぐ
る
事
を
説
け
り
。

誠
に
元
祖
の
、
「
浄
土
の
教
は
頓
中
の
頓
」
と
言
い
た
ま
え
え
る
、

最
も
奇
な
る
か
な
。
拐
、
初
め
よ
り
「
若
当
生
」
に
至
る
、
此

の

一
段
の
文
、

三
遍
之
を
読
み
て
其
の
義
、
彰
わ
れ
易
し
。
今

の
文
、
締
え
て
訳
す
。
故
に
文
、
甚
だ
見
難
し
。
今、

詳
ら
か

に
文
を
解
せ
ば
、

若
し
人
有
り
て
巳
に
発
願
し
て
阿
弥
陀
仏
国

に
生
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
是
の
諸
の
人
等
、
皆
、
阿
樗
多
羅

三
貌
三
菩
提
を
退
転
せ
ざ
る
こ
と
を
得
て
、
彼
の
国
土
に
於
い

て
己
に
生
ず
と
初
め
過
去
な
り
。。

若
し
人
有
り
て
、
今
発
願
し
て

阿
弥
陀
仏
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
是
の
諸
の
人
等
、
皆
、

阿
樗
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
退
転
せ
，さ
る
こ
と
を
得
て
彼
の
国
土

に
於
い
て
今
生
ず
と

二
に
現
在
な
り
。
若
し
人
有
り
て
、

当
に

発
願
し
て
阿
弥
陀
仏
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
是
の
諸
の

人
等
、
皆
、
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
退
転
せ
事さ
る
こ
と
を
得

て
彼
の
国
土
に
於
い
て
当
に
生
ず
と

己
主
一に未来
な
り
。
な
り
。
是

の
如
く
三
遍
、
之
を
読
ま
ず
ん
ば
、
則
ち
其
義
自
ら
彰
わ
る
。

三
世
発
願
の
文
、
蓋
し
此
の
謂
い
な
り
老
雨
、
此
の
如
く
一二
重
に
弁
ぜ
り
。

-
若
巴
生
と
は
、
己
発
願
の
者
は
過
去
に
己
に
生
ず
。

-
若
今
生
と
は
、
今
発
願
の
者
は
現
在
今
生
す
。
問、つ

智
旭
『要

控

四十
六
刷
、
今
発
願
の
者
は
是
れ
当
生
な
る
べ
し
。
何
ぞ
今
生

と
云
わ
ん
や
。
答
う
、
是
れ

一
生
の
始
終
に
約
し
て
言
を
為
す
。

謂
わ
く
、
現
在
に
発
願
持
名
し
、
臨
終
に
仏
の
迎
接
を
得
て
浄

土
に
往
生
す
る
な
り
。
今
、
云
わ
く
、

三
世
共
に
皆
此
の
如
く
、

一
生
の
始
終
に
約
す
と
解
す
べ
し
。
具
さ
に
次
上
に
弁
ず
る
が

円
川
H

J

。

長
M
F
T
L

-
若
当
生
と
は
、
当
発
願
の
者
は
未
来
、
当
に
生
ず
。
問
う
、
唯
、

発
願
の
み
に
し
て
往
生
を
得
る
や
否
や
。
此
の
三
世
の
発
願
の

文
は
更
に
行
を
説
か
ず
。
宣
に
唯
願
に
非
ず
や
。
答
う
、
爾
ら

ず
。
今
文
は
略
な
り
。
「
唐
訳
』
に
日
わ
く
、「
若
し
巳
に
発
願
し
、

若
し
当
に
発
可
忠
曲
一
願
し
、

若
し
今
発
願
し
、
説
の
如
く
行
ず
る
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一
切
定
め
て
阿
樗
多
羅
三
貌
三
菩
提
に
於
い
て
不
退
転

を者
得醐は

と

又
た

『讃』

に
云
わ
く
、
「
昼
夜
六
時
に
強
く
発

“四

願
し
て
記
主
の
云
わ
く
、
安
、
量
発
願
と
云
う
心
を
持
し
て
散
せ
ざ
れ
ば
、
業
、
選
成
す
記

同
町

主
云
わ
く
、
起
行
を
業
還
成
長
占
。
故
に
知
り
ぬ
、
是
れ
願
行
具
足
す
る

こ
と
。
『
超
玄
記
』
用
欽
作
、
元
照
の
弟
子
な
り
。
に
云
わ
く
、
「
次
に
三
時

の
因
果
の
中
に
、
若
し
今

「経
』
に
撮
ら
ば
、
名
を
称
す
る
こ

と
下
、

一
日
に
至
る
は
是
れ
行
な
り
。
須
く
発
願
を
仮
り
て
彼

の
閏
に
生
ず
る
こ
と
を
求
む
べ
し
。
則
ち
行
願
相
応
し
て
決
定

し
て
失
せ
ず
。
是
の
故
に
前
の

『経
』

に
「
衆
生
聞
者
応
当
発

願
願
生
彼
国
」
と
一五
い
己
り
て
、
却
り
て
復
た
「
不
可
以
少
善

根
福
徳
因
縁
得
生
彼
国
」
と
云
う
。
始
め
て
今
の
行
を
陳
べ
た
り
。

若
し
、
但
、
虚
願
に
し
て
今
の
行
を
修
せ
ず
ん
ば
、
則
ち
虚
願
、

何
の
益
あ
ら
ん
。
故
に
知
り
ぬ
、
今
の
文
の
三
時
発
願
は
皆
是

れ
閉
経
受
持
の
者
な
る
こ
と
を
。
故
に
己
生
今
生
当
生
を
得
る

な
り

支
出
五
巻
四
|九紙、

E
F廿・ハ的」
。
問
、
っ
、
何
が
故
ぞ
、
今
、

具
さ
に
三
世
願
生
を
明
す
や
。
答
う
悦
宏
の
訳
な
り
。
、
三
時
を
挙
ぐ

る
こ
と
は
、
願
有
る
者
は

一
と
し
て
生
ぜ
ず
と
い
う
こ
と
無
き

読
紗
吋
。

謂
わ
く
、
実
に
発
願
す
れ
ば
即
ち
三

こ
と
を
明
か
す
。

心
を
具
す
。
若
し
三
心
を
具
す
れ
ば
持
名
相
続
し
て
必
ず
生
ず
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る
こ
と
を
得
る
な
り
。

-
若
有
信
者
と
は
、
不
信
の
者
を
簡
ぶ
。
知
我
今
者
称
讃
諸
仏

不
可
思
議
功
徳
と
は
、
此
れ
上
の
六
方
段
を
指
し
て
称
讃
諸
仏

等
と
云
う
。
肇
公
の
云
わ
く
、
「
此
れ
は
彼
の
六
方
諸
仏
、
能
く

衆
生
の
為
に
真
実
の
証
を
作
し
て
、
衆
生
、
之
に
因
り
て
心
に

疑
い
無
き
こ
と
を
得
る
こ
と
を
讃
ず
。
知
来
の
釈
迦
を
指
す
大
悲
、

偏
に
彼
の
仏
を
讃
ず
れ
ば
諸
仏
を
指
す
、
彼
の
仏
、
復
た
我
を
讃
ず

釈
迦
を
指
す
、
己
勾
」

『邑

所
恥
。
今
、
云
わ
く
、
六
方
の
諸
仏
、
弥
陀

の
法
を
説
き
た
ま
う
に
、
其
の
諸
仏
の
果
上
の
功
徳
を
指
し
て

諸
仏
不
可
思
一目
舎
一
議
功
徳
と
云
う
な
り
。
既
に
上
来
は
釈
迦
、

諸
仏
を
挙
げ
て
称
讃
し
た
ま
う
。
次
下
は

「彼諸
仏等
」
己
下
諸
仏
、

亦
た
、
釈
迦
を
挙
げ
て
称
説
し
た
ま
う
な
り
。
然
る
に
今
の
文

を

『唐
訳
」
に
は
、
「
我
が
今
の
如
き
は
無
量
寿
仏
極
楽
世
界
不

思
議
仏
土
の
功
徳
を
称
揚
讃
歎
す
」
と
云
う
。
彼
の

『経
』
は

且
く
所
讃
の
弥
陀
に
約
す
。
今
は
則
ち
是
れ
能
讃
の
諸
仏
を
語

る
。
故
に
相
違
せ
ず
。

-
能
為
甚
難
希
有
之
事
と
は
、
釈
迦
因
地
の
修
行
を
指
す
な
り
。
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霊
芝
の
云
わ
く
、
「
他
の
為
す
こ
と
能
わ
ざ
る
が
故
に
甚
難
な
り
。

世
を
挙
げ
て
未
だ
見
ざ
る
故
に
希
有
な
り
。
下
に
こ
の
難
を
列

す
。
此
の
悪
世
に
於
い
て
修
行
成
仏
せ
る
、
是
れ

一
の
難
な
り
。

諸
の
衆
生
の
為
め
に
此
の
法
門
を
説
く
、
是
れ
二
の
難
な
り
」
。

-
能
於
裟
婆
国
土
等
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、
今
日
の
釈
迦
、

好
世
に
出
興
せ
ざ
る
こ
と
を
、
諸
仏
、
之
を
讃
歎
し
た
ま
う
な
り
。

-
裟
婆
と
は
、
慈
恩
の
云
わ
く
、
「
此
に
は
堪
忍
と
云
う
。
能
く

堪
え
て
苦
悩
の
事
を
忍
受
す
べ
き
が
故
に

盃
賛
叩
」
。

-
五
濁
悪
世
と
は
、
五
濁
、
即
ち
悪
世
な
り

岸
記
」三
巻五十四日
向
。

『略
記
』
に
云
わ
く
、
「
『法
華
記
』
に
云
わ
く
、

〈『
悲
華
経
」
に

準
ず
る
に
八
万
よ
り
三
万
に
至
り
て
は
、
亦
た
、
未
だ
濁
有
ら
ず
。

二
万
歳
に
至
り
て
五
濁
の
始
め
と
為
す
》
巴

LY
。
濁
は
是
れ
津
械

の
義
『通
草
下
十五
向。

元
照
の

『疏
」
附
七
紙

『通
主
。
に
云
わ
く
、
「
五

叫

濁
亦
た
は
五
津
と
云
う
」

『倶
舎
謹
に
遣
の
如
な
る
故
に
説
き
て
名
づ
け
て
濁
と

制

〉

為す
。
『序記
」一三
辛ノ
ι
を
引
く
〈

-
劫
濁
と
は
、

「疏紗
』
「
究
語
に
は
具
さ
に
は
劫
波
と
云
う
。
此
に

は
時
分
と
云
う
」
。
然
る
に
劫
、

実
に
是
濁
に
非
ず
。
劫
減
の
時

に
当
り
て
諸
悪
加
増
す
れ
ば
な
り
。
此
れ
資
具
を
指
す
。

-
見
濁
と
は
、

「疏
妙
吋
身
見
辺
見
等
の
五
利
便
な
り
此
れ
見
感
、
織
な

り
」。

叫
剛

・
煩
悩
濁
と
は
、

毘
妙
」
の
な
な
り
貧
眠
痴
慢
等
の
五
鈍
使
な
り
此
れ

思惑
、盛
なり
。

-
衆
生
濁
と
は
、

百
紗
」
の
九
州
五
陰
を
撹
り
て
人
と
為
し
、
仮
に
衆

生
と
名
づ
け
自
身
を
衰
損
す
。
自
身
の
身
量
と
一寸印印白一色と
力
と
及
び
無
病
等

色
身
、
損
じ
行
く
な
り
官
舎
謹
の
意
。「
序
起
所
切
。

-
命
濁
と
は
、

『疏
註
の
陶
剃
那
に
生
滅
し
て
年
を
催
し
寿
を
促
む

此
れ
命
を
損
ず
る
なり
。
。

-
為
諸
衆
生
と
は
、
彼
の
漸
頓
空
有
の
教
法
に
堪
え
た
る
利
根

の
衆
生
を
指
す
に
非
ず
。
彼
の
教
法
に
漏
れ
来
た
る
鈍
根
常
没

の
足
腰
の
立
た
ざ
る
津
臓
の
衆
生
を
為
諸
衆
生
と
云
う
な
り
。

-
説
是
一
切
世
間
難
信
之
法
と
は
、
仁
岳
の

『新
疏
」
に
云
わ
く
、

「難
信
の
法
と
は
二
有
り
。

一
に
は
、
浄
土
の
依
正
荘
厳
、
信
じ

難
き
な
り
。
二
に
は
、
凡
夫
往
生
の
因
果
、
信
じ
難
し
。
慈
恩

の
云
わ
く
、

《一

日
乃
至
七
日
の
念
仏
は
即
ち
塵
津
を
抜
き
高
く

浄
境
に
昇
る
。
微
因
の
著
果
俗
情
、
信
じ
難
し
。
人
、
恐
ら
く

は
知
来
引
接
の
語
な
ら
ん
V

と
。
故
に
難
信
之
法
と
云
う
U
上
、
『二
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疏

E
所引
富田」
。
定
永
に

軍

基

金
云
わ
く
、
「
十
方
に
各
お
の
恒

河
沙
の
諸
仏
有
ま
し
て
、
同
じ
く
釈
迦
、
能
く
五
濁
悪
時

劫濁
悪

世
界
に
於
い
て
讃
じ
た
ま
う
。
惣
じて
裟婆
五濁国
土、

命
濁
を
欠
く
。
悪
世界

を
加
う
。
悪
衆
生
衆生
濁
悪
見
詰
悪
煩
悩
煩
題

悪
邪
号
、
富
に
当
た

る
無
信
の
盛
る
時
に
弥
陀
名
号
を
指
讃
し
て
、
衆
生
称
念
す
れ
ば

必
ず
往
生
を
得
る
こ
と
を
勧
励
し
た
ま
う
こ
と
を

『単
位

一巻
三
十
三

柄
引

間

紙
」。
今
、
云
わ
く
、
難
信
之
法
と
は
、
称
名
念
仏
し
て
報
土
に

往
生
す
る
は
、
是
れ

一
切
世
間
難
信
の
法
な
り
。
凡
そ
物
を
債
ず

る
と
言
う
事
、
火
は
熱
く
水
は
冷
か
ナ
リ
ト
云
う
ハ
信
じ
易
し
。

爾
る
に
此
の
法
は
信
じ
難
し
。
其
の
由
は
、
通
途
の
道
理
を
以
ち

て
之
を
言
う
に
嘆
を
琢
き
て
光
る
と
云
う
は
人
、
之
を
信
ず
。
撲

の
侭
ま
光
ル
ト
云
う
は
、
人
、
信
じ
ガ
タ
シ
。
今
は
未
だ
十
信
に

も
至
ら
ず
。
薄
地
の
凡
夫
が
直
ち
に
報
身
報
土
に
生
ず
る
と
云
う

事
、
誠
に
衆
生
信
じ
難
き
法
な
り
。
然
る
に
釈
迦
、
此
の
難
信
の

法
を
説
き
、
疑
惑
の
衆
生
を
し
て
能
く
此
の
法
を
信
受
せ
し
め
た

ま
う
。
実
に
是
れ
不
可
思
議
ナ
リ
司
自
Z
ト
、
六
方
の
諸
仏
、
釈

迦
を
讃
歎
し
た
ま
う
な
り
。
拐
、
難
信
の
法
に
就
き
て
聞
証
和
尚
、

終
罵
の
期
に
近
づ
き
て
諸
徒
に
告
ぐ
る
の
語
、
有
り
。
学
者
、
之

を
読
み
て
其
の
意
旨
甘
心
す
べ
し
。「
聞
証
和
尚
行
状
記
」
に
云
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わ
く
、
「
貞
享
五
年
五
月
廿
六
日
廿
七
日
示
寂
な
り
。
、
諸
徒
、
側
に

侍
す
。
師
、
之
に
語
り
て
日
わ
く
、

「小
経
」
所
説
難
信
の
法
の

一
旬
、
今
当
に
陳
唱
す
べ
し
。
諦
ら
か
に
説
く
所
を
聴
け
。
我

れ
童
と
し
て
寂
麦
を
弁
ぜ
し
自
り
以
来
た
、
夙
夜
競
競
と
し
て

薄
氷
の
思
い
に
懐
く
。
唯
、
是
れ
生
死

一
大
事
の
為
に
す
る
の
み
。

恨
む
ら
く
は
是
れ
慧
力
微
弱
に
し
て
証
道
を
開
く
と
雄
も
而
も

往
生
の
法
門
に
至
り
て
は
信
得
に
分
有
り
。
猶
予
、
有
る
こ
と

無
し
。
今
、
啓
子
の
時
に
迫
り
て
始
め
て
生
平
の
受
用
、
其
の

功
虚
か
ら
ざ
る
こ
と
を
知
れ
り
な
り
。
難
信
之
法
の

一
旬
、
汝
等
、

増
ま
す
崇
信
す
べ
し
。
蓋
し
以
る
に
、
難
信
の
機
に
就
き
て
其

の
二
類
有
り
。

一
に
は
無
智
の
凡
愚
は
謂
わ
く
、
曾
て
善
本
無

く
、
宿
業
未
だ
減
せ
ず
。
弥
陀
の
願
摂
仏
力
の
難
思
を
知
ら
ず
。

故
に
信
ず
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。
夫
れ
安
養
宝
剃
は

一
切
の

経
典
、
大
覚
世
尊
の
讃
ず
る
所
、

聾
え
十
方
諸
仏
の
共
に
称
揚

す
る
所
、
報
身
の
霊
境
、
受
用
の
妙
土
な
り
。
円
の
十
信
、
別

の
三
賢
、
多
生
落
塊
し
て
報
土
に
望
み
無
し
。
況
や
凡
夫
を
や
。

若
し
夫
れ
自
力
の
得
生
は
円
教
の
初
住
、
別
教
の
初
地
。
般
若
、
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灯
を
点
じ
て
妙
境
忽
ち
に
現
ず
。
然
る
に

一
孝
未
断
の
凡
夫
、

績
か
に

一
念
十
念
の
微
業
に
由
り
て
仏
の
迎
接
を
得
て
彼
の
報

剃
に
生
、
ず
。
宣
に
弥
陀
の
願
摂
仏
力
の
難
思
に
因
る
に
非
ず
や
。

然
る
に
無
智
の
凡
夫
、
是
の
理
を
明
ら
め
ざ
る
故
に
此
の
法
を

信
じ
難
し
。
こ
に
は
有
智
の
解
行
は
、
可
思
白
一
謂
わ
く
、
自
ら
の

解
行
を
執
す
。
生
死
を
怖
れ
ず
。
妄
り
に
浄
土
を
軽
ん
じ
て
願

力
を
信
ず
る
こ
と
無
し
。
戒
い
は
腎
を
撮
り
て
以
ち
て
小
教
と

す
。
或
い
は
誤
り
認
め
て
以
ち
て
権
乗
と
す
。
或
い
は
浄
土
を

信
ず
と
難
も
自
ら
の
解
行
を
侍
り
て
願
生
の
心
、
弱
し
。
故
に

此
の
法
を
信
じ
難
き
な
り
。
是
の
如
く
の
輩
、
若
は
愚
、
若
は

知
目
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
気
力
扇
疲
し
て
心
識
散
乱
す
。
忽
ち

所
趣
を
失
し
て
苦
を
沈
論
に
受
く
。
嶋
呼
、
是
れ
誰
か
恕
ぞ
や
。

臓
を
噛
め
ど
も
及
、
ば
ざ
る
な
り
。
又
た
、
崇
信
の
機
に
就
き
て
、

其
の
二
類
有
り
。

一
に
は
無
智
の
凡
愚
者
、

こ
に
は
有
智
の
解

行
者
、
大
概
所
為
、
向
の
二
類
に
翻
じ
て
応
に
之
を
知
る
べ
し
。

汝
等
、
宜
く
我
が
所
説
の
法
に
依
り
て
、
用
ち
て
浄
土
を
修
す

べ
し
。
庶
幾
わ
く
は
、
邪
路
に
入
ら
ざ
ら
ん
か
。
其
れ
之
を
口
肋

ょ
や
己
お」
。『
浬
繋
経
」
純
陀
品
に
云
わ
く
、
「
芥
子
を
針
鋒
に

聞

投
ぐ
る
も
、
仏
の
出
で
た
ま
う
こ
と
是
よ
り
も
難
し
」
と
い
え

M
m
 

り

『北本
』
寿
命
口
問
、
文
金
問
σ

「天
台
疏
』
に
云
わ
く
、
「
針
を
地
に
仰

げ
鷲
宮
よ
り
芥
子
を
投
ぐ
る
に
、
針
、
鋒
に
堕
在
せ
ん
こ
と

此
の
事
、
甚
だ
難
な
り
。
仏
に
随
い
て
信
を
生
ず
る
は
、
復
た

是
よ
り
も
難
し
。
信
を
生
じ
て
法
を
聞
く
こ
と
復
、
是
よ
り
も

難
し

己
勾
」
と
。
又
た
、

『天
台
止
観
』
五
に
云
わ
く
、

「墜
芥、

宣
に
下
り
て
針
鋒
を
貫
く
こ
と
を
得
ん
や
」
と
。
『輔
行
』
に
日

わ
く
、
「
針
鋒
を
閤
浮
提
に
竪
て
、

一
の
芥
子
を
以
ち
て
切
利
天

従
り
閤
浮
提
に
投
げ
ん
が
如
し
。
何
ぞ
値
う
べ
き
こ
と
由
あ
ら

"
 

ん
や

巳L

ご

と
。
又
た
、
『
義
楚
六
帖
」
に
、
「
芥
、
以
ち
て
針
に

投
ぐ
」。
註
に

『経
律
異
相
』
を
引
き
て
云
わ
く
、
人
の

一
の
芥

子
を
以
ち
て
山
上
よ
り
榔
下
せ
ん
に
、
地
に
至
り
て

一
の
針
鋒

に
投
げ
ん
が
如
し
。
何
れ
の
時
か
値
遇
せ
ん
己
L
4

と
。
『ハ
合
響
集
」

第
五
巻
に
出
す
五
日
附
。

-
行
此
難
事
と
は
、
成
仏
の
難
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
、
釈
迦
仏

大
阿
僧
祇
劫
の
問
、
捨
て
難
き
を
能
く
捨
て
、
作
し
難
き
を
能

く
作
し
て
菩
提
の
道
を
成
す
。
遠
く
は
可
思
σ
一
因
位
の
修
行
を

挙
げ
て
近
く
は
五
濁
の
苦
行
を
挙
ぐ
。
故
に
難
事
と
云
う

『臣
下
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回

目

廿
八
紙
釈
な
勺

『通
主
下
十
八
紙
苛
今
、
云
わ
く
、
此
の

一
段
の
意
の

五
わ
く
、
釈
迦
の
仏
意
は
、
我
れ
世
に
出
興
し
て
漸
頓
空
有

切
聖
道
の
教
法
を
説
け
ど
も
、
更
に
我
が
苦
労
に
も
非
ず
。
亦
た
、

手
柄
に
も
非
ず
。
唯
、
此
の
弥
陀
の
教
法
難
信
の
法
を
説
く
の

み
是
れ
我
が
手
柄
ナ
レ
パ
、
諸
仏
の
讃
歎
し
給
う
も
道
理
ナ
リ

ト
云
、
つ
こ
と
な
り
。
是
を
以
ち
て
置
に
云
わ
く
、
「
種
種
法
門
、

皆
、
解
脱
す
れ
ど
も
、
念
仏
し
て
西
方
に
往
く
に
過
ぎ
た
る
は

無
し
。
上
み

一
形
を
尽
く
し
、
十
念
に
至
り
三
念
五
念
ま
で
、
仏
、

来
迎
し
た
ま
う
。
直
だ
弥
陀
弘
誓
の
重
き
に
為
り
て
、
凡
夫
を

し
て
念
ず
れ
ば
即
ち
生
ぜ
し
む
こ
と
を
致
す
」。

-
為
一
切
世
間
説
此
難
信
之
法
と
は
、
問
師
の
点
に
、

切
世

問
、
此
の
難
信
之
法
を
説
か
ん
が
為
に
す
。
説
の
字
従
り
為
の

字
に
通
ず
べ
し

草
堂
廿
巻
、

U
九恥

と
。
意
の
云
わ
く
、
世
尊
、

悪
世
に
出
で
て
衆
生
の
為
に
説
法
し
た
ま
う
。

一
代
聖
教
、
皆

亦
た
爾
な
り
。
何
ぞ
今
の
経
に
局
る
と
。
此
の
伏
難
有
る
が
故

に
今
、
釈
迦
自
歎
の
言
を
以
ち
て
意
、
大
悲
の
本
懐
を
彰
す
の

み-
是
為
甚
難
と
は
、

肇
の
云
わ
く
、
「
甚
難
、
由
、
有
る
こ
と

を
序
す
。
我
於
五
濁
と
は
、
横
方
を
出
ず
る
こ
と
を
叙
す
。
得
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菩
提
と
は
、
勝
果
を
証
す
る
こ
と
を
叙
す
。
為

一
切
世
間
説
此

難
信
法
と
は
、
秘
術
を
伝
う
る
こ
と
を
叙
す
。
是
為
甚
難
と
は
、

上
の
三
事
の
難
を
結
す
」
。
禅
林
寺
の
云
わ
く
、
無
数
劫
の
中

に
も
仏
の
出
世
難
し
。
設
い
出
世
し
た
ま
う
と
難
も
、
悪
世
に

出
で
た
ま
う
こ
と
難
な
り
。
設
い
悪
世
に
出
で
た
ま
う
も
此
の

法
を
説
き
た
ま
う
こ
と
難
な
り
。
故
に
甚
難
と
云
う
。
無
量
生

の
中
、
人
身
を
受
け
る
こ
と
難
し
。
設
い
人
身
を
受
け
る
も
此

の

「経
」
に
値
う
こ
と
難
し
。
設
い
此
の

『経
」
に
値
え
ど
も

信
心
す
る
こ
と
亦
た
、
難
し
。
故
に
甚
難
と
云
う
。
適
此
等
の

縁
に
遇
う
。
宣
に
信
行
せ
ざ
ら
ん
や
可
可
由
一
己
上
『
呂
所
判
。

上
来
正
宗
分
畢
る
。

{三

三

.
流
通
分
}

第
三
に
流
通
分

-
仏
説
此
経
巴
と
は
、
白
下
流
通
な
り
。
今

『経
』
、
亦
た
付

属
有
る
べ
し
。
故
に

『讃
』
に
日
わ
く
、
「
世
尊
説
法
の
時
、

将
に
了
ら
ん
と
す
。
感
勲
に
弥
陀
の
名
を
付
属
す
」
と
。
問
う
、
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今
の
文
は
経
家
の
言
な
り
。
既
に
仏
語
に
非
ず
。
亦
た
、
付
属

無
し
。
何
ぞ
付
属
と
云
う
や
。
答
う
、
正
説
の
終
わ
り
に
苦
ご

ろ
に
念
仏
を
嘆
ず
。
流
通
分
の
中
に
何
ぞ
付
属
、
無
け
ん
。
経
家
、

略
す
と
雛
も
仏
説
必
ず
有
ら
ん
。
正
説
を
以
ち
て
流
通
を
推
し
、

二
経
を
以
ち
て
今

『経
』
を
例
す
る
に
態
敷
付
属
理
在
絶
言
な

り
。
但
し
経
に
付
属
の
言
無
き
に
至
り
て
は
、
是
れ
文
の
略
な

り
。
故
に
釈
家
、
経
家
の
流
通
に
寄
せ
て
付
属
流
通
を
釈
出
す

る
な
り
。
鷲
峯
王
宮
、
各
お
の
付
属
有
り
。
祇
園
の

一
会
、
何

ぞ
付
属
無
け
ん
。
大
師
の

宗家
深
意
、
蕗
に
在
り
。
末
代
の
浅
識
、

陥

w

m

w

何
ぞ
疑
わ
ん
己
上

『記
」
下品川
時

「決疑
紗
」
五
巻
凶
上
ハ馬
。
問
う
、
若
し

爾
ら
ば
、
誰
に
付
属
し
た
ま
う
か
。
答
う
、
元
祖
の
云
わ
く
、
「
釈

迦
如
来
、
念
仏
往
生
の
法
門
を
説
き
了
り
て
、
正
に
但
念
仏
往

生
法
を
以
ち
て
、
感
恐
に
舎
利
弗
等
の
諸
大
声
聞
文
珠
等
の
諸

大
菩
薩
に
付
属
し
た
ま
う
な
り

『漢
語灯
」
雪
辱
-H
二
蜘
」
と
。

本712.
ν 舎

利
弗
と
は

一
本、

「長
老
舎
利
弗
」
に
作
る

元
照及
び
株
宏の

-
及
諸
比
丘
と
は
、
声
聞
衆
な
り
。

-
一
切
世
間
天
と
は
、
党
釈
欲
色
等
の
天
衆
な
り
。

-
人
と
は
、
人
趣
な
り
。

-
阿
修
羅
と
は
、
此
に
は
非
天
と
云
う
。
楽
を
受
く
る
こ
と
天

の
知
く
。
懐
詣
を
懐
く
こ
と
、
鬼
に
同
じ
。
行
に
従
い
て
名
と

為
す

『元
聞説』

四
十
偽
。

-
等
と
は

八
部
雑
類
衆
を
等
取
す
。
徒
衆
の
中
に
今
、
声
聞

衆
を
挙
げ
て
菩
薩
衆
を
略
す
。『
唐
訳
』
に
云
わ
く
、

「及
諸
菩

薩
摩
詞
薩
」
と
。
亦
た
、
上
に
雑
類
可
勾
σ
一
衆
を
挙
げ
ざ
る
は

略
な
り
。
今
、
具
さ
に
之
を
挙
ぐ
。
是
れ
影
略
互
顕
な
る
の
み
。

-
聞
仏
所
説
と
は
、
即
ち
念
仏
往
生
の
法
を
指
す
な
り
。

-
歓
喜
等
と
は
、
未
だ
聞
か
ざ
る
所
を
聴
く
故
に
歓
喜
す
。
其

の
聞
く
所
を
領
す
る
故
に
信
受
す
。
恩
を
荷
い
師
を
重
く
す
る

故
に
礼
を
作
す

古
監
下
什凹
約
。
天
台
の
云
わ
く
、
「
経
を
説
く

こ
と
既
に
克
り
ぬ
。
四
衆
天
人
修
羅
等
の
類
、
歓
喜
信
受
す
。

聖
主
に
は
、
遇
い
難
き
こ
と
優
曇
華
の
若
し
。
慶
い
か
な
今
、

見
る
こ
と
を
得
た
り
。
正
法
、
聞
く
こ
と
難
し
。
而
る
に
今
、

聞
く
こ
と
を
得
た
り
。
昔
、
未
だ
悟
ら
ざ
る
所
、
今
、
悟
る
こ

と
を
得
た
り
。
此
の
三
喜
を
具
す
。
是
の
故
に
欣
悦
す
。
之
を

懐
に
得
て
踊
躍
す
る
こ
と
無
量
な
り

夏
以
』〕
。
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-
作
礼
而
去
と
は
、
諸
経
、
或
い
は
信
受
奉
行
と
言
い
て
、
奉

行
と
而
去
と
言
異
意
向
じ
。
聞
き
己
ら
ば
則
ち
去
る
。
去
り
己

ら
ば
則
ち
行
う
が
是
れ
其
の
聞
く
所
を
領
解
す
る
故
に
信
受
し
て
之
を
行
ず
な
り
。

故
な
り

『直
臣
、
之
に
同
勺先

師
義
山
老
和
尚
講
説

門
人
見
阿
、
之
を
記
す
。

阿
弥
陀
経
随
開
講
録
終

一
寸
印
∞
同
一
先
師
良
照
義
山
老
人
、
嘗
て
溶
東
華
頂
の
禅
室
に
寓
し

て
恒
に
四
衆
の
為
に
自
他
の
章
疏
を
講
説
す
。
時
に
余
、
辱
し

く
講
論
の
席
に
侍
坐
せ
り
。

一
日
聴
釆
の
因
に
三
部
秘
蹟
を
講

演
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
感
動
部
に
三
に
及
び
師
、

一層
一
背
す
る
に
忍

び
ず
。
乃
ち
応
諾
す
。
時
に
宝
永
第
三
内
成
の
秋
な
り
。
余、

聴
受
拝
信
し
て
、
便
ち
聞
く
に
随
い
て
、
随
い
て
記
す
。
更
に

愚
解
を
加
え
ず
。
故
に
名
づ
け
て
『随
聞
記
」
と
日
う
。
販
の
後
、

享
保
年
中
、
水
府
常
福
蘭
若
の
真
阿
上
人

「三
部
合
讃
」
を
撰

述
す
。
其
の
書
た
る
や
、
宗
骨
の
関
系
す
る
所
は
、
専
ら
祖
釈
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に
拠
り
、
其
の
然
ら
ざ
る
所
に
於
い
て
は
、
傍
ら
他
解
を
収
む
。

閉
ま
亦
た
、
自
ら
考
う
所
を
加
え
て
、
以
ち
て
相
い
資
け
成
る
。

謂
う
べ
し
、
善
を
尽
く
し
、
美
を
尽
く
せ
り
。
実
に
以
ち
て
千

最
の
易
解
を
発
す
る
に
足
れ
る
者
な
り
。
安
に
同
志
の
二
三
子、

此
の
三
部
の
典
を
講
ぜ
よ
と
請
う
。
余
が
不
敏
な
る
、
宣
に
此

の
任
に
当
ら
ん
や
。
固
辞
す
る
こ
と
再
三
、
尚
、
請
い
て
轍
ま

ず
。
遂
に
峻
拒
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
重
ね
て
「合
讃
』
に
対
校
し

復
た
、
柳
か
余
が
管
窺
を
雑
え
て
、
乃
ち

一
日
之
を
解
し
、

日
之
を
講
じ
て
、
固
執
、
捨
て
難
く
、
解
す
る
に
随
い
て
之
を

記
す
。
終
に
数
巻
を
成
す
。
由
り
て
亦
た
、

「随
聞
講
録
』
と
題
す
。

此
の
書、

州
稿
に
し
て
清
書
に
竪
ば
ざ
る
こ
と
、

此
れ
は
是
れ

直
に
師
の
口
説
を
模
す
る
所
以
な
り
。
読
人
、
敢
え
て
語
の
拙

き
を
怪
し
む
こ
と
莫
か
れ
。
是
、
留
め
て
後
賢
に
贈
ら
ず
。
只、

自
己
の
不
忘
に
備
う
る
の
み
。
余
が
没
後
、
書
植
に
残
り
な
ば
、

減
否
を
後
人
の
子
に
侯
つ
。
必
ず
添
削
を
垂
れ
よ
。
是
れ
余
が

深
く
希
う
所
な
り
。

享
保

歳
龍
舎
丁

吉
秋
下
涜

高
言
欽
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義
山
良
照

「阿
弥
陀
経
随
閲
議
録
』
(
『華
奈
全
書
」
第

一
四
巻
所
牧
)
の
曾
き

下
し
文
で
あ
る
。
訓
読
に
当
た
り
、

・
字
体
及
び
仮
名
遣
い
は
、
新
字
体
、
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

・
原
則
と
し
て

「浄
全
」
本
に
付
さ
れ
た
訓
点
に
従
っ
た
が
、

一
部
改
め
た
と

ヲ
」
ヲ
勺
d
b本
町
ヲ
也
。

・
所
釈
の

『阿
弥
陀
経
』
本
文
は
、

「浄
会
丘

で
は
「
・
」
に
統
い
て
一
示
さ
れ
る
。

本
書
き
下
し
で
は
、

・
の
前
に
改
行
を
加
え
、

『阿
弥
陀
経
」
本
文
を
太
字

に
て
示
し
た
。

-
割
注
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
書
き
下
し
文
で
そ
れ
を
再
現
す
る
と
極
め
て

読
み
に
く
い
。
杢
書
き
下
し
で
は
、
ポ
イ
ン
ト
を
下
げ
て
示
し
た
。

-
【
】

内
の
見
出
し
は
、
研
究
班
で
加
え
た
。

-
一
一
内
の
数
字
は

「浄
全
』
一

四
巻
の
頁
数
で
あ
る
。

・
出
典
等
の
注
記
は
七
百
項
目
を
超
え
る
。
繁
を
避
け
る
た
め
、
注
番
号
の
み

を
残
し
、
注
記
本
文
は
割
愛
し
た
。

『阿弥陀経随開講録』書き下し273 
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過
疎
地
域
に
お
け
る
寺
院
活
動
の
現
状
と
課
題

ー
和
歌
山
教
区
野
上
組

・
有
国
組

・
日
高
組
の
場
合
l

は
じ
め
に

全
国
的
に
人
口
の
減
少
、
少
子
高
齢
化
、
人
口
の
移
動
が
加

速
度
的
に
進
行
し
、
過
疎
地
域
は
増
加
し
続
け
て
い
る
。
地
域

社
会
は
崩
壊
し
、

地
域
の
活
力
は
低
下
し
て
い
る
。
過
疎
化
の

抱
え
る
問
題
と
そ
の
解
決
は
、
行
政
の
抱
え
る
大
き
な
課
題
と

言
っ
て
い
い
。
こ
の
問
題
は
過
疎
地
の
寺
院
に
と
っ
て
も
同
様

で
、
主
に
不
活
動
・
無
住
寺
院
の
存
在
と
兼
務
寺
院
の
増
加
と

い
う
現
象
と
な
っ
て
現
れ
て
き
て
い
る
。

浄
土
宗
に
と
っ
て
、
不
活
動

・
無
住
寺
院
と
兼
務
寺
院
の
増

加
と
い
う
問
題
は
大
変
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
、
不
活
動

・
無
住

寺
院
の
問
題
と
兼
務
寺
院
の
噌
加
は
、
教
化
力
の
低
下
と
寺
院

の
維
持
運
営
と
い
う
面
で
、
浄
土
宗
全
体
の
宗
教
的
影
響
力
の

低
下
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
兼
務
寺
院
は
過
疎
地

に
だ
け
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
兼
務
寺
院
は
全
て
等
級

が
低
く
寺
院
経
営
に
困
難
を
来
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か

し
現
在
、
危
急
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
等
級
が
低
く
し

か
も
過
疎
地
域
に
存
在
す
る
無
住
並
び
に
兼
務
寺
院
の
問
題
で

↓
の
ザ
令
。

今
年
度
は
、
研
究
年
度
を
あ
と
一
年
残
し
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
最
終
研
究
論
文
は
次
年
度
に
譲
り
、
今
年
度
の
活
動
を
研

究
ノ

l
ト
と
し
て
報
告
す
る
。
初
め
に
他
宗
の
兼
務
寺
院
の
状

況
と
対
応
に
つ
い
て
概
略
し
、
次
い
で
浄
土
宗
の
対
応
を
述
べ

る
。
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
本
年
度
の
和
歌
山
教
区
の
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行兼
う務

U 寺

さ院
りの
に現
近地
世実
歴簡
史論
空査
福か

ら威

Z控

室2事
'ヰヲtr ι.( 

妻ろ高
卒の

杢墾
〆「ロ

明を

治
大
学
名
誉
教
授
)
を
お
招
き
し
た
研
究
会
で
明
ら
か
に
な
っ

た
地
方
寺
院
の
成
立
の
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
述
べ
て
、
今
回

の
研
究
ノ
1
ト
と
す
る
。

他
宗
の
兼
務
寺
院
の
状
況
と
対
応

兼
務
寺
院
の
維
持
運
営
に
関
わ
る
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
は
、

浄
土
宗
だ
け
で
は
な
い
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
管
見
で
は
、
最
も

早
く
実
態
調
査
を
行
っ
た
の
は
、
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
で

+のゆ
hv

。
一
九
八
四
(
昭
和
五
九
)
年
、

『現
代
宗
教
研
究
」
第
日

号
は
、
「
特
集

寺
院
実
態
調
査
報
告
I
」
を
掲
載
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
研
究
も
、

日
蓮
宗
宗
政
に
は
反
映
さ
れ
ず
、
兼

務
寺
院
問
題
は
現
在
で
も
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

天
台
宗
の
場
合
は
、
文
化
庁
の
実
態
の
な
い
宗
教
法
人
整
理

の
方
針
か
ら
無
住
寺
院
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
、
新
た
な
兼
務

寺
院
に
は
宗
費
を
免
除
す
る
特
例
規
則
が
施
行
さ
れ
て
い
る

(『中
外
日
報
」
平
成
十
七
年
三
月
二
六
日
)
。
同
記
事
に
よ
れ
ば
、

天
台
宗
の
全
三
三
五
O
ヶ
寺
の
う
ち
六
八
八
ヶ
寺
、
約
幻
%
が

兼
務
寺
院
で
あ
る
。
兼
務
寺
院
の
経
済
的
負
担
の
深
刻
さ
が
背

景
に
浮
か
び
上
が

っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

平
成
十
九
年
に
は
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
が
全
国
の
兼
務
寺
院

の
実
態
調
査
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派

の
場
合
、
全
寺
院
の
約
加
%
、
九
四
八
ヶ
寺
が
兼
務
寺
院
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
三
割
の
二
八
七
ヶ
寺
が
、
な
か
に
は
信
徒
を
も
つ
も

の
も
あ
る
が
、
無
檀
家
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
兼

務
寺
院
数
が
多
い
の
は
和
歌
山
教
区
の
九
九
ヶ
寺
で
、
教
区
内

比
率
で
は
約
六
割
と
い
う
驚
異
的
割
合
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

記
事
で
は
、

「六
六
ヶ
寺
合
併
吸
収
予
定
」
と
し
た
う
え
で
、
般

収
合
併
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
宗
門
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
に
吸

収
合
併
す
る
な
ら
い
い
が
、
隣
村
の
寺
に
吸
収
さ
れ
る
の
は
困

る
と
檀
信
徒
の
反
対
で
合
併
手
続
き
が
頓
挫
し
た
ケ
l
ス
が
報

告
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
(『中
外
日
報
』平
成
二
O
年
二
月
二
日
)
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
は
、
平
成
一二

年
三
月
の
定
期
宗
会
で

「伝
統
的
基
盤
の
鹿
山
漁
村
で
は
深
刻
な
過
疎
化
で
困
窮
し
て

い
る
寺
院
も
少
な
く
な
い
と
い
う
実
状
に
対
し
て
、
新
た
な
対

過疎地域における寺院活動の現状と課題275 



応
部
署
を
設
け
、
賦
課
金
の
減
免
制
度
な
ど
も
実
情
に
応
じ
て

変
え
る
べ
き
だ
と
の
質
問
が
出
さ
れ
た
。」
(
『中
外
日
報
』
平
成

一二

年
三
月

一
九
日
)
。

本
宗
で
も
、
平
成
二一

年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
第
九
十
七
次

定
期
宗
議
会
で
、
過
疎
地
域
寺
院
対
策
の
重
要
性
を
指
摘
す
る

一
般
質
問
に
対
し
て
、
里
見
総
長
は
、
「
過
疎
地
域
寺
院
対
策
は

急
務
と
の
認
識
を
示
し
た
上
で
、
従
来
の
寺
院
問
題
検
討
委
員

会
に
過
疎
地
域
寺
院
対
策
を
盛
り
込
む
よ
う
宗
令
を
改
正
し
て

現
状
分
析
を
行
な
う
と
と
も
に
、
寺
院
議
持
の
施
策
や
檀
信
徒

の
教
化
方
法
な
ど
を
多
角
的
に
検
討
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
く
」

と
答
弁
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
事
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は

現
在
の
日
本
の
主
に
地
方
の
農
山
漁
村
の
地
域
社
会
が
過
疎
化
、

高
齢
化
の
中
で
、
崩
壊
へ
の
危
険
な
道
筋
を
急
激
に
辿
っ
て
い

て
、
そ
う
し
た
地
方
の
寺
院
は
、
宗
派
を
問
わ
ず
、
寺
院
運
営

が
深
刻
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
浄
土
宗
の
対
応

詳
細
は
来
年
度
研
究
報
告
に
譲
る
が
、
浄
土
宗
が
最
初
に
兼

務
寺
院
や
不
活
動

・
無
住
寺
院
の
課
題
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、

276 

当
時
の
成
田
宗
務
総
長
が
、
平
成
七
年
に
「
寺
院
運
営
改
善
施

策
検
討
委
員
会
」
を
組
織
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

委
員
会
は
実
態
調
査
と
分
析
を
行
い
、
平
成
九
年
に

『兼
務

住
職
寺
院
に
か
か
わ
る
課
題
と
施
策

兼
務
寺
院
活
性
化
へ
の

提
言
』
と
い
う
報
告
書
を
提
出
し
た
。

こ
の
な
か
で
、
は
じ
め
に
、
「
寺
院
に
は
正
住
職
が
い
て
、
そ

の
住
職
は
そ
の
寺
院
を
拠
点
と
し
て
地
域
や
檀
信
徒
と
か
か
わ

り
積
極
的
に
教
化
し
て
い
く
と
い
う
形
が
、
本
来
あ
る
べ
き
寺

院
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
報
告
書
を

提
出
後
、
そ
の
提
言
内
容
が
具
体
的
実
効
的
な
施
策
と
し
て
実

行
さ
れ
な
い
ま
ま
時
が
経
っ
た
。
し
か
し
、
兼
務
寺
院
が
増
加

を
辿
っ
て
い
く
な
か
で
、
平
成
十
六
年
、
新
た
に
「
寺
院
問
題

検
討
委
員
会
」
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
委
員
会
で
は
、
急

激
に
過
疎
化
、
少
子
高
齢
化
な
ど
社
会
状
況
が
悪
化
し
て
き
た

こ
の
十
年
間
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
再
び
ア
ン

ケ
l
ト
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
分
析
の
詳
細
は
、

「宗
報
」
平

成
二
O
年
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
兼
務
住
職
寺
院
の
問
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題
に
関
す
る
提
言

兼
務
住
職
寺
院
の
実
態
調
査
集
計
」
が
そ

れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
兼
務
寺
院
数
は
、
平
成
元
年
の

一
O
九
六
ヶ
寺
に
対
し
て
、
平
成
十
九
年
で
は

一
二
四
五
ヶ
寺

と

一
四
九
ヶ
寺
も
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
各
教
区
寺
院

の
努
力
に
よ
っ
て
、
合
併
、
解
散
ま
た
は
包
括
解
除
等
に
よ
っ

て
四
二
ヶ
寺
が
減
少
し
て
は
い
る
が
、
全
寺
院
数
に
対
す
る
兼

務
寺
院
の
比
率
を
見
て
も
、
平
成
元
年
の
日

・
4
%
か
ら
平
成

十
九
年
は
口
・

6
%
と
上
昇
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
数
値
か
ら
も
、
平
成
以
降
兼
務
寺
院
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
多
く
の
兼
務
寺
院
の
社
会
的

背
景
と
し
て
の
急
激
な
産
業
形
態
の
変
化
や
過
疎
化
な
ど
は
共

通
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
兼
務
状
態
や
事
情
は
異
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
な
ぜ
、
江
戸
期
以
来
こ
の
よ
う
な
人
口
の

少
な
い
地
域
に
、
寺
院
が
こ
の
よ
う
に
多
数
建
て
ら
れ
た
の
か
。

ま
た
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
仏
教
は
ど
の
よ
う
に

受
け
入
れ
ら
れ
、
機
能
し
て
き
た
の
か
。」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の
根
源
的
な
寺
院
配
置
の
問
題
や
機
能
に
対
す
る
再
考
が

必
要
だ
と
、
研
究
を
進
め
れ
ば
進
め
る
ほ
ど
痛
切
に
感
じ
て
き

た
の
で
あ
る
。
今
年
度
の
研
究
と
実
地
調
査
は
、
こ
う
し
た
視

点
か
ら
進
め
ら
れ
た
。

調
査
対
象
地
の
選
疋
理
由
と
霊
ロ
内
容

ま
ず
「
過
疎
」
と
は
何
か
を
理
解
す
る
た
め
、
官
公
庁
な
ど

に
よ
る
過
疎
に
関
す
る
基
礎
的
情
報
を
収
集
し
た
。
そ
の
う
え

で
、
過
疎
と
寺
院
の
関
連
を
探
る
た
め
、
和
歌
山
教
区
の
過
疎

地
域
に
お
け
る
寺
院
の
実
態
と
変
化
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査

を
行
っ
た
。
前
述
の
「
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
兼
務
寺
院
悉
皆
調

査
報
&
己
で
は
和
歌
山
教
区
は
最
も
兼
務
寺
院
が
多
い
こ
と
が

報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
本
宗
で
も
和
歌
山
教
区
は
、
兼
務
率
が

か
な
り
高
い
。
そ
こ
で
、
教
区
全
体
の
中
で
も
、

と
く
に
過

疎
化
が
進
行
し
て
い
て
、
兼
務
寺
院
が
集
中
し
て
い
る
野
上

組
・
有
田
組

・
日
高
組
を
調
査
対
象
と
し
た
。
調
査
日
時
は

二
O
O八
年
十

一
月
二
三
日

|
二
五
日
の
三
日
間
、
和
歌
山
教

区
の
上
記
三
組
の
七
ヶ
寺
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。

調
査
で
明
ら
か
に
な

っ
た
点
の
う
ち
、

①
兼
務
寺
院
の
経
済
的

状
況
の
歴
史
的
、
時
間
的
変
化

①
地
域
寺
院
の
機
能
(
葬
儀

・

過疎地域における寺院活動の現状と課題277 



死
者
の
法
要
、
施
餓
鬼
や
そ
れ
以
外
の
村
の
象
徴
・
地
域
行
事

の
場
)
と
い
う
こ
点
に
絞
っ
て
、
以
下
報
告
と
し
た
い
。

和
歌
山
教
区
の
寺
院
、
兼
務
寺
院
の
実
態
と
特
徴

和
歌
山
教
区
の
野
上
組
、
有
田
組
、

日
高
組
に
つ
い
て
概
観

し
て
み
よ
う
。
野
上
組
は
二
二

ヶ
寺
の
う
ち
兼
務
寺
院
が
九
ヶ

寺

(
4
%
)
、
有
国
組
は
一三

ヶ
寺
の
う
ち
兼
務
寺
院
が
十
四
ヶ

寺
(
必
%
)
、
日
高
組
は
五
七
ヶ
寺
の
う
ち
兼
務
寺
院
が
十
五
ヶ

寺
(
お
%
)
と
、
全
国
で
の
兼
務
率
口

・
7
%
に
比
べ
る
と
そ

の
比
率
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
地
域
の

寺
院
に
は
檀
家
数
の
少
な
い
寺
院
が
多
い
。
も
と
よ
り
、
寺
院

等
級
と
檀
家
数
の
多
寡
は
必
ず
し
も

一
致
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
前
述
し
た
、
昨
年
の
「
兼
務
住
職
寺
院
の
問
題
に
関
す
る

提
言
」
に
も
、
五

O
等
級
以
下
の
寺
院
に
兼
務
寺
院
が
圧
倒
的

に
多
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
野
上
組
で
は

三
O
等
級
台
が

一
ヶ
寺
、
凹

O
等
級
台
が
七
ヶ
寺
、
五

O
等
級

台
が
十
四
ヶ
寺
、
有
田
組
で
は
四

O
等
級
台
が
六
ヶ
寺
、
五

O

等
級
台
が
二
五
寺
、
日
高
組
は
三
O
等
級
台
が
三
ヶ
寺
、
四

O

等
級
台
が
二
八
ヶ
寺
、
五

O
等
級
台
が
二
六
ヶ
寺
で
あ
る
こ
と
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か
ら
も
、
こ
の
こ
と
が
分
か
る
。
兼
務
寺
院
の
等
級
を
み
る
と
、

野
上
組
の
平
均
等
級
が
日

・
4
等
級
、
有
田
組
で
は
臼

・
6
等
級
、

日
高
組
で
は
臼

・
4
等
級
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
兼
務
寺
院

に
お
い
て
は

檀
家
数
が
少
な
い
寺
院
が
多
い
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
組
は
、
過
疎
化
が
進
行
し
て
い
る
地
域
で
も

あ
る
。
地
域
に
労
働
人
口
を
支
え
る
基
盤
が
乏
し
い
た
め
、
若

い
労
働
人
口
は
大
阪
府
や
和
歌
山
市
、
ま
た
働
き
口
の
多
い
近

隣
都
市
に
流
出
し
て
い
る
。
そ
し
て

一
度
都
市
に
出
た
人
々
は

そ
の
ま
ま
都
市
に
定
着
し
、
出
身
地
域
に
は
戻
っ
て
こ
な
い
こ

と
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
地
域
は
人
口
が
減
少
す
る
と
と
も
に

高
齢
化
が
進
行
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
都
市
に
出
た
人
が
そ

の
土
地
で
新
た
に
墓
地
を
求
め
る
こ
と
も
多
く
、
檀
家
数
が
減

少
し
て
い
る
寺
院
も
多
い
。
さ
ら
に
檀
家
の
中
に
は
後
継
者
が

い
な
い
家
も
多
く
見
ら
れ
る
た
め
、
今
後
さ
ら
に
植
家
数
が
減

少
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
元
々
少
な
い
檀
家
数
で
あ
る
の

に
、
過
疎
で
檀
家
数
が
減
少
し
て
い
る
た
め
寺
院
の
収
入
が
減
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少
し
、
僧
侶
の
生
活
、
寺
院
護
持
が
困
難
で
あ
る
場
合
も
多
い
。

今
回
の
調
査
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
組
の
な
か
の
過
疎
が
進
行

し
つ
つ
あ
り
、

か
つ
兼
務
寺
院
を
複
数
持
っ
て
い
る
野
上
組
の

二
寺
院
、
有
田
組
の
二
寺
院
、
日
高
組
の
三
寺
院
そ
れ
ぞ
れ
の

ご
住
職
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。
な
お
、
兼
務
住
職
で

は
な
い
が

実
質
的
に
管
理
し
て
い
る
と
い
う
寺
院
に
つ
い
て

も
お
話
を
お
聞
き
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
土
地
に
不
慣
れ
で
あ
る

と
も
あ
り

問

寺
院
問
題
検
討
委
員
b、
広

委
員
で
あ
る
111 
本
正

贋
上
人
、

日
高
組
組
長
で
あ
る
山
下
虞
玄
上
人
に
調
査
に
同
行

LV-
E
-
-
=
-
E

ご
。

φ
骨、

1
w
ル
/
ふ
J
P
V
ふ
J

特
徴
的
な
事
例

調
査
寺
院
の
詳
細
は
来
年
度
の

『教
化
研
究
』
で
詳
細
に
報

告
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
今
回
は
、
調
査
を
し
た
な
か
で
特
徴

的
な
事
例
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

1
.
日
高
組
の

A
寺
は
、
現
在
の
檀
家
数
は
約
七
五
軒
で
あ
る
。

現
住
職
が
就
任
し
た
昭
和
五
二
年
当
時
は
約

一
O
O軒
の
檀
家

が
あ
っ
た
が
、
過
疎
の
影
響
で
徐
々
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
特

に
こ
こ
十
年
で
の
減
少
が
激
し
く
、
今
後
十

1
二
O
年
を
考
え

る
と
、
今
後
更
に
減
少
す
る
見
通
し
で
あ
る
。
和
歌
山
市
や
大

阪
府
と
い
っ
た
都
市
部
に
出
て
行
く
人
が
多
く
、
県
内
の
和
歌

山
市
に
移
っ
た
ま
ま
戻
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、
近
く
の
浄
土
宗

寺
院
の
墓
地
を
紹
介
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
お
骨
を
預
け
る

人
(
仮
安
置
)
が
増
え
、
境
内
の
不
動
堂
を
納
骨
堂
と
し
て
も

使
用
し
て
い
る
。
「
檀
家
は
二
O
O軒
な
い
と
生
活
が
で
き
な
い

状
況
で
あ
る
た
め
、
無
理
し
て
息
子
に
継
げ
と
は
い
え
な
い
」

現
状
が
あ
る
。

兼
務
を
し
て
い
る

B
寺
に
は
、
檀
家
は
な
い
。
地
域
の
大
圧

屋
個
人
の
創
建
に
よ
る
寺
院
と
い
わ
れ
て
い
る
。
大
正
後
期
あ

た
り
か
ら
檀
家
な
し
の
状
態
が
続
い
て
お
り
、
同
寺
に
は
収
入

が
な
い
。
地
区
の
行
事
と
し
て
花
祭
り
と
慰
霊
祭
(
戦
没
者
供
養
)

を
行
っ
て
い
る
。
同
寺
に
は
地
区
の
墓
地
が
あ
り
、

A
寺
の
門

徒
や
近
隣
の
真
宗
寺
院
の
檀
家
も
使
用
し
て
い
る
。
墓
地
の
管

理
は
地
区
の
自
治
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た

一
宗
課
金
は
地
区
の

墓
地
使
用
者
が
集
め
て
宗
に
納
め
て
い
る
。
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2
.
有
田
組
C
寺
の
地
域
の
お
も
な
産
業
は
林
業
・農
業
で
あ
り
、

山
根
・
ぶ
ど
う
・
み
か
ん
等
を
生
産
し
て
い
る
。
過
疎
化
が
進
み
、

地
区
に
三
校
あ
っ
た
小
学
校
が
近
年

一
校
に
統
合
さ
れ
た
。
家

業
を
継
承
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
て
、
後
継
者
不
足
の
状
況
に

あ
る
。
吉
備
町
や
和
歌
山
市
に
出
る
人
が
多
く
、
過
疎
化
が
進

ん
で
い
る
。
現
在
の
檀
家
数
は
約

二
ハ
O
軒
で
あ
る
が
、
昭
和

二
0
1
三

0
年
代
か
ら
徐
々
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。
当
時
は
約

二
三

O
軒
あ
っ
た
檀
家
が
約
五

O
年
で
七

O
軒
ほ
ど
減
少
し
た
。

ま
た
檀
信
徒
の
高
齢
化
の
影
響
で
、
以
前
は
た
く
さ
ん
の
人
が

集
ま
っ
た
団
参
(
二
十
五
霊
場
巡
り
)
も
、
近
年
は
人
が
集
ま

ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

C
寺
は
三
ヶ
寺
を
兼
務
し
て
い
る
が

い
ず
れ
も
昭
和
二
0
1
三

0
年
代
か
ら
比
べ
る
と
檀
家
数
が
半

減
し
て
い
る
。
現
在
の
状
況
で
は
、
本
寺
と
併
せ
て
二
七
O
軒

の
檀
家
が
あ
る
た
め
「
何
と
か
食
べ
ら
れ
る
」
の
だ
と
い
う
。

3
.
野
上
組
D
寺
が
平
成
八
年
か
ら
兼
務
す
る
こ
と
に
な

っ
た

E
寺
は
、
「
檀
家
が
守
っ
て
い
る
寺
」
と
い
う
性
格
が
強
い
。
建

物
の
鍵
は
住
職
と
檀
家
が
も
っ
て
お
り
、
集
会
場
と
し
て
も
使

用
し
て
い
る
。
年
毎
に
「
当
番
年
行
司
」
(
管
理
者
)
が
回
っ
て
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き
て
、
年
行
事
は
「
半
僧
半
俗
と
し
て
よ
く
住
職
を
た
す
け
る
」

(
本
堂
内
の
掲
示
物
よ
り
)
役
割
を
担
う
。

一
年
に

一
度
、
施
餓

鬼
会
が
あ
り
、

三

O
名
く
ら
い
が
参
列
す
る
。
施
餓
鬼
会
の
飾

り
付
け
な
ど
檀
家
が
仕
切
っ
て
い
る
。
ほ
か
の
行
事
と
し
て
は

花
祭
り
を
行
っ
て
い
る
が
、
僧
侶
は
介
在
せ
ず
地
域
の
行
事
と

し
て
行
っ
て
い
る
。

E
寺
の
月
参
り
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。

E
寺
の
檀
信
徒
は
、
「
常
住
の
僧
侶
は
必
要
な
い
」
と
の
考
え
を

持
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
二
七
年
に

D
寺
の
末
寺
と
な
っ
た

F
寺
に
は
、
檀
家
は

な
い
。
境
内
地
に
戦
没
者
慰
霊
碑
が
あ
り
、
年
に

一
度
の
慰
霊

祭
に
は
四

O

六

O
名
が
参
加
す
る
。
か
つ
て
は
地
域
の
集
会

所
と
し
て
使
用
し
て
お
り
、
六
ー
七
年
前
ま
で
地
域
の
念
仏
講

が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
現
在
は
建
物
の
老
朽
化
の
た
め

使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
建
物
に
は
留
守
居
の
老
婆
が

住
ん
で
い
る
。
現
在
、
宗
教
法
人
を
解
散
し
よ
う
と
の
方
向
で
、

住
職
お
よ
び
地
域
の
代
表
者
七
人
に
よ
る
検
討
会
が
持
た
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
土
地
の
帰
属
、
建
物
の
解
体
費
用
、



研究ノート

住
ん
で
い
る
留
守
居
の
老
女
の
問
題
な
ど
解
決
す
べ
き
問
題
が

名
Y
/
¥↓
の
ヲ

Q

。

4
.
野
上
組
G
寺
は
四
ヶ
寺
を
兼
務
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

の

一
つ
で
あ
る

H
寺
の
あ
る
地
区
は
電
気
、
水
道
が
通
っ
て
お

ら
ず
、
現
在
は
人
が
住
ん
で
い
な
い
。
過
疎
が
進
み
、
住
人
が

い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
寺
と
墓
だ
け
は
残
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
H
寺
に
は
五
軒
の
檀
家
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
も

他
の
地
域
に
住
ん
で
い
る
。
し
か
し
墓
地
は

H
寺
の
境
内
に
あ

る
た
め

一
年
に

一
度
の
施
餓
鬼
を
H
寺
で
行
っ
て
い
る
。

宗
課
金
は
、
現
在
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
離
れ
た
地
域
に
住
ん
で
い

る
五
軒
し
か
な
い
檀
家
で
払
っ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
「
何
と
か

し
て
く
れ
」
と
G
寺
に
言
っ
て
く
る
と
い
う
。

5 

日
高
組
I
寺
の
あ
る
地
域
の
お
も
な
産
業
は
農
業
で
あ

り
、
米
・
は
っ
さ
く
等
を
栽
培
し
て
い
る
。
現
在
の
檀
家
数
は

一
三

O
軒
で
あ
る
が
、
減
少
傾
向
に
あ
る
。
-
寺
は
日
高
郡
中

津
村
の
三
ヶ
寺
を
兼
務
し
て
い
る
が
、
こ
の
地
域
も
過
疎
化
が

進
ん
で
お
り
、
檀
家
は
高
齢
化
が
進
み
、
老
人
の
み
の
世
帯
が

多
い
。
こ
れ
ら
の
兼
務
寺
院
の
檀
家
は
三
O
|
五
O
軒
で
あ
る

が
、
彼
ら
は
非
常
に
「
自
分
た
ち
の
寺
」
と
い
う
意
識
を
強
く
持
つ

て
い
る
と
い
う
。
兼
務
寺
院
の
J
寺
(
檀
家
却
軒
)

は
、
長
年

に
わ
た
り

I
寺
の
兼
務
寺
と
な
っ
て
い
る
寺
で
あ
る
。
十
数
年

ほ
ど
前
に
災
害
で
本
堂
が
擢
災
し
た
際
に
、
檀
家
の
中
か
ら
I

寺
と
合
併
の
話
も
出
た
と
い
う
。
し
か
し
、
五

0
・六
O
代
の
檀

家
が
こ
れ
に
反
対
し
合
併
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
結
局
、
檀
家

で
資
金
を
募
り
平
成
十
六
年
に
本
堂
を
改
修
し
た
。
ま
た
、

寺

(
檀
家
四
七
件
)
も
平
成
八
年
二
月
に
本
堂
を
六

0
0
0
万

円
で
改
修
し
、
ま
た

L
寺
(
檀
家
四
六
件
)
も
、
平
成
十
二
年

に
改
修
を
行
っ
た
。
こ
の
一二

ヶ
寺
は
い
ず
れ
も
檀
家
の
み
で
資

金
を
募
り
本
堂
の
改
修
を
果
た
し
て
い
る
。

以
上
、
調
査
し
た
中
で
見
ら
れ
た
特
徴
的
な
事
例
を
報
告
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
、
寺
院
で
歴
史
的
展
開
や
置
か
れ
た
状

況
は
異
な
る
も
の
の
、
共
通
し
て
い
た
の
は
「
寺
は
檀
家
の
も

の
、
地
域
の
も
の
」
と
い
う
意
識
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

K 
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G
寺
が
兼
務
し
て
い
る
H
寺
の
檀
家
は
法
事
な
ど
を

G
寺
で
勤

め
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
れ
で
も
「

H
寺
を

G
寺
に
合
併
す
る

な
ど
と
は
い
え
な
い
。」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

M
寺
の
住
職

の
「
村
ご
と
に
寺
を
持
っ
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
た
め

寺
は
村
の
象
徴
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め
村
民
の

プ
ラ
イ
ド
ゆ
え
に

い
く
ら
小
さ
い
寺
院
で
あ
っ
て
も
合
併
は

困
難
で
は
な
い
か
。」
と
い
w

ユ
百
葉
に
、
こ
の
状
況
が
よ
く
表
れ

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

圭
室
文
雄
氏
講
演
「
近
世
寺
院
の
成
立

3
寺
請
制
度
に
関
連
し

て
3
」
概
略

和
歌
山
教
区
寺
院
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
の
う
ち
、

①
兼
務
寺
院
の
経
済
的
実
情

②
村
の
象
徴

・地
域
行
事
の
場
と

し
て
の
寺
院
の
機
能
の

2
点
に
つ
い
て
、

そ
の
要
因
を
寺
院
成

立
過
程
に
ま
で
遡
っ
て
考
察
す
る
試
み
と
し
て
、
圭
室
文
雄
先

生
(
明
治
大
学
名
誉
教
授
)
を
お
招
き
し
て
研
究
会
(
二
O
O九

年
三
月
十
六
日

於
一
浄
土
宗
総
合
研
究
所
)
を
開
催
し
た
。

「
近
世
寺
院
の
成
立

1
寺
請
制
度
に
関
連
し
て

1
」
と
い
う
題

で
行
わ
れ
た
研
究
会
を
通
し
て
、
和
歌
山
教
区
の
兼
務
寺
院
調
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査
結
果
を
考
察
す
る
う
え
で
以
下
の
四
点
の
重
要
な
示
唆
を
与

え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

①
現
存
寺
院
の
剖
%
は
江
戸
時
代
に
成
立
し
て
お
り
、
特
に

寛
永
年
間
と
寛
文
年
間
の
二
つ
の
時
期
に
分
か
れ
る
。
和
歌

山
の
新
宮
藩
の
場
合
は
、
寛
文
の
年
間
に
で
き
た
寺
が
多
い
。

①
寛
永
十
五
(
一
六
三
八
)
年
に
寺
請
証
文
の
案
文
が
布
達

さ
れ
、
こ
の
時
期
か
ら
日
本
人
全
員
が
寺
請
を
義
務
付
け
ら

れ
た
こ
と
が
檀
家
制
度
の
始
ま
り
で
も
あ
る
。
こ
の
寺
請
制

度
は
、
隠
れ
切
支
丹
の
摘
発
と
い
う
幕
府
の
政
治
的
意
図
に

よ
る
部
分
が
大
き
い
。
寺
請
証
文
作
成
の
た
め
、
小
さ
な
集

落
に
至
る
ま
で
、
宗
派
的
バ
ラ
ン
ス
な
ど
と
は
関
係
な
く
、

全
国
に
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
。
寺
請
け

に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
宗
派
的
関
わ
り
が
考
慮
さ
れ

る
地
域
も
あ
っ
た
が
、
宗
派
に
関
わ
り
な
く
、
檀
家
と
さ
れ

て
い
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
現
在
で
も
日
本
全
国
に
満
遍
な

く
寺
院
が
点
在
す
る
の
に
は
こ
う
い
っ
た
歴
史
的
経
緯
が
あ

る
。
し
か
し
、
寛
永
・
寛
文
期
に
設
立
さ
れ
た
寺
院
の
う
ち
、
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明
治
初
頭
の
廃
仏
控
釈
を
経
て
い
な
い
江
戸
時
代
の
段
階
で
、

す
で
に
経
済
的
に
破
綻
し
て
潰
れ
て
い
る
寺
院
が
多
数
あ
っ

た
。
例
え
ば
、
紀
伊
国
牟
棲
郡
の
曹
洞
宗
寺
院
五

O
ヶ
寺
の

う
ち
却
ヶ
寺
が
、
江
戸
期
に
既
に
魔
寺
に
な
っ
て
い
る
。

①
地
方
で
は
、

真
宗
の
宮
崎
高
千
穂
地
方
の
例
の
よ
う
に
、

各
寺
院
の
担
当
す
る
集
落
が
小
さ
い
こ
と
に
よ
り
、
す
で
に

江
戸
期
か
ら
数
箇
所
を
兼
務
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
出
来

上
が
っ
て
い
た
。

④
和
歌
山
の
無
住
の
寺
院
で
も
、
海
鮮
問
屋
な
ど
の
有
力
な
ス

ポ
ン
サ
l
の
氏
寺
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ま
た
兼
務
寺
院
で
も
、
五
丁
歩
や
十
丁
歩
の
広
大
な
山
林
を

所
有
し
て
い
る
寺
院
も
あ
っ
た
。
し
か
し
氏
寺
は
そ
の
檀
家

の
興
亡
に
左
右
さ
れ
る
不
安
定
さ
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
前
述

の
日
高
組

B
寺
の
場
合
が
こ
れ
に
当
た
る
。
ま
た
第
二
次
大

戦
後
の
極
東
占
領
軍
に
よ
る
農
地
解
放
政
策
で
、
山
林
は
解

放
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
全
国
的
に
も
そ
の
経
済
的
基
盤

を
削
が
れ
た
寺
院
が
多
か
っ
た
。
寺
院
の
中
に
は
山
林
を
売
っ

て
田
畑
に
代
え
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と

そ
の
影
響
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

一
九
六

0
年
代
以
降
の
都
市
部
へ
の
人
口
移
動
に
伴
う
、

墓

の
無
縁
化
、
寺
と
の
没
交
渉
が
追
い
討
ち
を
か
け
た
と
考
え

ら
れ
る
。

以
上
の
四
点
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
な
視
点
と
研
究
方
向
を

与
え
て
く
れ
た
。
こ
れ
ま
で
、
第
二
次
大
戦
後
の
高
度
経
済
成

長
期
の
人
口
移
動
と
過
疎
化
の
二
点
に
の
み
焦
点
を
絞
っ
て
き

た
わ
れ
わ
れ
の
社
会
学
的
な
研
究
方
向
に
、
寺
請
制
度
に
よ
る

寺
院
の
機
能
の
多
様
性
と
、
報
告
に
も
あ
っ
た
「
自
分
た
ち
の
寺
」

意
識
の
歴
史
的
政
治
的
な
背
景
が
裏
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
兼
務
寺
院
と
そ
の
問
題
点
が
よ
り
明
瞭
に
な
っ
た
。

ま
と
め
に
か
え
て

浄
土
宗
の
「
寺
院
問
題
検
討
委
員
会
」
が

『宗
報
』
平
成

二
十
年
七
月
号
に
掲
載
し
た
報
告
書
(
提
言
)
で
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、
近
年
の
急
激
な
社
会
変
化
に
よ
っ
て

兼
務
状
態
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
寺
院
と
は
別
に
、
歴

史
的
に
江
戸
期
以
来
兼
務
状
態
が
継
続
し
て
い
る
寺
院
が
、
地

過疎地域における寺院活動の現状と課題283 



方
に
よ
っ
て
は
極
め
て
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
う
し
た
歴
史
的
兼
務
寺
院
が
、
現
在
厳
し
い
状
況
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
の
は
、
他
の
兼
務
寺
院
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
当
然

で
あ
る
。

し
か
し
、
歴
史
的
経
緯
が
異
な
る
と
、

そ
こ
に
は
、
寺
院
と

担
い
手
で
あ
る
地
域
檀
信
徒
の
関
わ
り
方
や
寺
院
に
対
す
る
心

情
も
異
な
る
こ
と
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、

簡
単
に
、
吸
収
合
併
を
含
め
た
中
央
宗
政
の
思
惑
通
り
に
は
な

ら
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
兼
務
寺
院
と
い

っ

て
も
、

一
括
り
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

初
年
度
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
多
い
が
、
次
年
度
で
さ

ら
な
る
歴
史
資
料
に
よ
っ
て
、
江
戸
期
の
寺
請
制
度
の
成
立
と

地
方
寺
院
の
成
立
の
関
係
、
そ
う
し
た
寺
院
が
明
治
期
の
廃
仏

接
釈
と
第
二
次
大
戦
後
の
占
領
軍
の
農
地
解
放
な
ど
の
土
地
政

策
に
よ
っ
て
寺
院
所
有
地
の
縮
小
、
さ
ら
に
高
度
経
済
成
長
期

の
人
口
移
動
に
よ
る
共
同
体
の
解
体
と
い
う
激
変
に
よ
っ
て
寺

院
基
盤
が
弱
体
化
し
て
き
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と

も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
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四
十
八
巻
伝

四
十
八
巻
伝

十

一
巻

段多
く
の
人
の
法
然
上
人
へ
の
帰
依
が
浅
く
な
い
中
で
、

の
ち
の
ほ
っ
L
ょ
う
じ
ど
の

の
関
白
殿
下
〈
九
条
兼
実
公
、
後
法
性
寺
殿
と
号
す
、

の
わ
ど
の

輪
殿
と
も
号
す
〉

ま
た九
月2条

の
信
仰
は
ほ
か
と
は
異
な
り
、

尊
び
重
ん
じ

る
こ
と
は
比
べ
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
二
月
十
九
日
、
父
の
法

た
だ
み
ち

性
寺
殿
(
藤
原
忠
通
)
の
ご
命
日
に
仏
事
が
執
り
行
わ
れ
た
が
、

仏
前
に
供
物
を
伝
送
す
る
儀
式
を
行
っ
て
い
る
時
、
僧
侶
と
俗

人
は
座
を
わ
け
で
立
ち
並
ん
で
い
た
。
「
今
日
は
格
別
に
丁
寧
な

仏
事
で
す
。
法
然
上
人
も
伝
送
の
儀
式
に
お
立
ち
に
な
っ
て
く

ま

つ

ど

の

も

と

だ
さ
い
」
と
兼
実
公
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
松
殿

〈藤
原
基

ふ
さ
こ
う

房
公
〉
が
「
ま
こ
と
に
、

そ
う
な
さ
る
の
が
よ
い
」
と
申
さ
れ

る
と
、
上
人
は
隠
遁
の
身
で
あ
る
上
に
、
僧
官
の
な
い
凡
僧
で

じ
ち
ん
か

しよう

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
に
、
慈
鎮
和
尚
慈
円

〈そ
の
と
き
僧
正
〉
の

受
戒
の
師
匠
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
、
上
人
を
上

の
方
へ
引
き
立
て
ら
れ
た
の
で
、
菩
提
山
の
僧
正

〈信
円
〉
も

同
様
に
上
座
を
譲
ら
れ
た
。
上
人
は
二
人
の
僧
正
の
上
座
に
立
つ

て
、
松
殿
が
俗
人
の
列
の
首
座
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
に
向
き
合
つ

て
、
僧
侶
の
列
の
首
座
で
あ
っ
た
。
仏
道
修
行
で
得
た
徳
の
き

わ
み
は
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

段兼
実
公
は
月
輪
殿
を
建
て
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
先
例
の
な
い

四十八巻伝285 



建
物
を

一
棟
、
図
面
を
下
さ
れ
て
、
立
て
さ
せ
ら
れ
た
。
「
関
白

殿
下
の
御
所
は
た
く
さ
ん
見
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
建

物
は
ま
だ
見
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
、
建
設
を
采
配
す

さ

ん

み

の

り

す

え

き

ょ

う

る
三
位
藤
原
範
季
卿
が
申
し
た
と
こ
ろ
、

「
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
」

と
い
っ
て
、
工
事
を
急
が
せ
ら
れ
た
の
で
、
ま
っ
先
に
建
て
た

そ
-
つ
だ
。

ど
の
よ
う
な
こ
と
に
ご
利
用
に
な
る
の
か
と
思
っ
て
い
る
と
、

実
は
法
然
上
人
の
ご
休
憩
所
で
あ
っ
た
。
上
人
は
老
体
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
、
ま
ず
こ
こ
で
お
休
み
い
た
だ
い
て
後
、
兼
実
公

と
ご
対
面
に
な
る
た
め
で
あ
っ
た
。
上
人
に
帰
依
さ
れ
る
あ
ま

り
こ
れ
ほ
ど
の
配
慮
を
な
さ
れ
た
の
で
、
比
べ
よ
う
も
な
く
尊

い
こ
と
だ
と
当
時
の
人
び
と
は
言
い
あ
っ
た
そ
う
だ
。

手量あ
る
時
、
法
然
上
人
が
月
輪
殿
へ
参
上
さ
れ
る
と
、
兼
実
公

せ
い
か
く

は
は
だ
し
で
庭
に
降
り
て
お
迎
え
な
さ
っ
た
の
で
、
聖
覚
法
印

と
園
城
寺
の
大
納
言
僧
都
覚
心
も
同
様
に
庭
に
降
り
て
お
迎
え

に
な
り
、
恐
れ
か
し
こ
ま
れ
た
。
上
人
は
僧
都
を
い
ぶ
か
し
げ

に
ご
覧
に
な
っ
た
。
聖
覚
が
「
あ
の
方
は
大
納
言
僧
都
御
房
で

286 

い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
」
と
申
さ
れ
る
と
、
僧
都
は
す
ぐ
に
「
覚

心
と
申
し
ま
す
」
と
名
乗
ら
れ
た
。
そ
の
訳
は
、
大
納
言
も
僧

都
も
世
間
に
多
い
の
で
、
実
名
で
そ
の
人
と
知
っ
て
い
た
だ
こ

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
兼
実
公
が
こ
の
よ
う
に
な
さ
っ
た
の
で
、

ま
し
て
や
公
卿
や
殿
上
人
が
庭
に
降
り
て
騒
が
れ
る
の
は
、
も
つ

と
も
な
こ
と
で
あ
る
。

四
段建

久
八
年
(
一一

九
七
)
、
法
然
上
人
は
少
し
病
気
で
お
苦
し

み
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
兼
実
公
が
深
く
嘆
か
れ
て
い
る
う

ち
に
、
ま
も
な
く
病
は
回
復
さ
れ
た
。

上
人
は
同
九
年
正
月

一
日
か
ら
草
庵
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
兼

・
っ
‘
え
も
ん
の
じ
よ
う

実
公
の
招
き
に
も
赴
か
れ
な
か
っ
た
の
で
、
右
衛
門
尉
の
藤
原

し
げ
つ
ね

重
経
を
使
者
と
し
て
遣
わ
し
、

「
浄
土
の
法
門
に
つ
い
て
、

何
年

も
教
え
や
戒
め
を
承
っ
て
き
た
と
は
い
っ
て
も
、
心
か
ら
納
得

す
る
の
は
、
ま
だ
難
し
い
。
経
論
の
重
要
な
文
句
を
書
き
と
め

て
お
与
え
下
さ
っ
て
、

一
方
で
は
上
人
と
の
面
談
に
見
立
て
て
、
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ま
た

一
方
で
は
亡
く
な
ら
れ
た
後
の
形
見
と
し
て
も
側
に
置
い

じ
ゅ
ん

て
お
き
た
い
の
で
す
」
と
お

っ
し
ゃ

っ
た
。
そ
こ
で
安
楽
房
道

さ

い

げ

さ

の

も
ろ
ひ
で

せ
ん
ち
ゃ
〈

西

〈外
記
入
道
の
中
原
師
秀
の
子
〉
を
書
き
手
と
し
て
、

「選
択

集
』
を
撰
述
さ
れ
た
と
?
」
ろ
、
第
三
章
を
書
く
時
に
安
楽
房
が
、

「
私
が
も
し
文
章
を
作
る
才
能
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う

な
場
に
参
加
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い

っ
た
の
を
上
人
が

む
ω
-J

お
聞
き
に
な
っ
て
、
「
こ
の
僧
は
、
騒
り
高
ぶ
り
の
心
が
深
く
て
、

悪
道
に
堕
ち
る
だ
ろ
う
」
と
い

っ
て
安
楽
房
を
退
け
ら
れ
た
。

か
ん
さ
い

そ
の
後
は
、

真
観
房
感
西
に
書
か
せ
ら
れ
た
。

こ
の

「選
択
集
』
を
撰
述
し
て
兼
実
公
に
進
呈
さ
れ
た
後
、

同
年
五
月

一
日
、
上
人
の
夢
の
中
に
善
導
和
尚
が
来
現
し
、
「
あ

な
た
が
専
修
念
仏
を
広
め
て
い
る
か
ら
、
特
別
に
や

っ
て
来
た

の
で
す
」
と
お
告
げ
に
な

っ
た
。
こ
の

「選
択
集
』
が
善
導
の

お
ぼ
し
め
し
に
叶
っ
て
い
る
こ
と
を
、
必
ず
知
ら
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
深
く
信
じ
受
け
入
れ
る
に
足
る
書
物
で
あ
る
。

五
段兼

実
公
の
法
然
上
人
に
対
す
る
帰
依
が
深
か

っ
た
の
で
、

上

人
が
参
上
さ
れ
る
た
び
に
、
兼
実
公
が
庭
に
降
り
て
お
迎
え
に

な
る
の
で
、
他
の
公
卿
や
殿
上
人
も
庭
に
降
り
て
騒
が
れ
る
こ

と
を
、
上
人
は
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
、
九
条
殿

へ
参
上
な
さ
ら
な
い
た
め
に
、
房
ご
も
り
と
称
し
て
格
別
の
お

招
き
に
も
応
じ
ら
れ
ず
、
ど
こ
へ
も
出
歩
か
れ
な
か

っ
た
。
兼

実
公
は
ひ
ど
く
嘆
か
れ
て
、

「た
と
え
房
ご
も
り
の
最
中
で
あ
っ

て
も
、
私
に
病
気
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た
時
に
は
来
て
い
た
だ

け
ま
す
か
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
「
そ
の
よ
う
な
時
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
申
さ
れ
た
の
で
、
無
理
に
で
も
お
招
き
さ

れ
よ
う
と
な
さ
る
時
は
、

い
つ
も
病
気
だ
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
。

お
断
り
申
し
あ
げ
る
余
地
が
な
く
て
、

し
よ
う
が
よ
今
ぼ
う

参
上
さ
れ
た
の
を
見
て
、
門
弟
の
正
行
房
が
心
の
中
で
、
「
あ
あ
、

こ
う
な

っ
た
以
上
、

房
ご
も
り
と
称
し
て
他
所
に
は
い
ら

っ
し
ゃ
ら
ず
に
、
九
条
殿

に
だ
け
参
上
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
そ
れ
は
施
主
の
ご

機
嫌
を
取
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
、
人
び
と
は
非
難
申
し
上
げ

る
だ
ろ
う
。
上
人
ら
し
く
な
い
行
い
だ
」
と
思

っ
て
寝
た
夢
の

中
で
、
上
人
が

「あ
な
た
は
私
が
九
条
殿
へ
参
上
す
る
こ
と
を

悪
く
思
っ
て
い
る
の
だ
な
」
と
お

っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、

「ど
う
し
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て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
と
、
「
い
や
、

あ
な
た
は
そ
う
思
っ
て
い
る
の
だ
。
兼
実
公
と
私
と
は
前
世
に

因
縁
が
あ
り
、
他
の
人
と
い
っ
し
ょ
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

前
世
か
ら
の
積
み
重
ね
が
今
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、

し
る
心
を
お
こ
す
と
、
き
っ
と
罪
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
」
と

お
っ
し
ゃ
る
の
を
見
た
。

夢
か
ら
さ
め
て
後
、
上
人
に
こ
の
こ
と
を
申
し
上
げ
る
と
、
「
そ

れ
は
そ
の
と
お
り
で
す
よ
。
前
世
に
因
縁
が
あ
る
こ
と
な
の
で

す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
兼
実
公
の
帰
依
が
他
の
人
と
異
な
る

様
子
は
、

ほ
ん
と
う
に
普
通
の
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

六
段兼

実
公
は
ひ
と
え
に
念
仏
の
法
門
に
入
信
さ
れ
て
か
ら
は
、
は

か
な
い
人
生
の
栄
華
を
軽
く
見
て
、
往
生
浄
土
の
ご
修
行
以
外
、

何
も
な
さ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
い
に
建
仁
二
年
(

二
O
二
)

正
月
二
十
八
日
に
、
月
輪
殿
に
お
い
て
か
ね
て
か
ら
の
願
い
の

か
い
わ
じ
よ
う

出
家

〈法
名
は
円
証
〉
を
遂
げ
ら
れ
た
。
上
人
を
戒
和
尚
と
し

て
円
頓
戒
を
受
け
ら
れ
、
帰
依
は
ま
す
ま
す
深
く
な
っ
た
。
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十
二
巻

そ

段お

お

い

の

み

か

ど

つ

ね

h
u
ね
こ
う

大
炊
御
門
の
左
大
臣
〈
藤
原
経
宗
公
〉
が
病
気
の
時
、

あ
る

人
の
は
か
ら
い
で
、
法
然
上
人
を
善
知
識
に
招
請
さ
れ
た
。
念

仏
往
生
の
事
に
つ
い
て
は
、
普
段
ま
っ
た
く
問
題
と
し
な
い
人

で
あ
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
考
え
も
な
く
勧
進
し
て
も
、

か
え
っ
て

よ
く
な
い
よ
う
だ
つ
た
の
で
、
上
人
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
扉
風

を
へ
だ
て
て
、
あ
る
僧
と
何
と
い
う
こ
と
も
な
く
教
え
を
話
さ

れ
た
。
イ
ン
ド
・
中
国
か
ら
日
本
ま
で
仏
教
の
伝
来
し
た
事
情

な
ど
を
立
派
に
説
明
さ
れ
る
中
で
、
念
仏
往
生
が
末
代
に
ふ
さ

わ
し
い
教
え
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
詳
し
く
お
説
き
に
な
っ
た
と

こ
ろ
、
左
大
臣
は
こ
れ
を
お
聞
き
に
な
っ
て
、
信
仰
の
心
を
起

こ
さ
れ
た
の
で
、

一
筋
に
上
人
の
教
化
に
従
い
、
帰
依
し
敬
う

こ
と
、
他
と
異
な
っ
て
い
た
。

七
十

一
歳
の
文
治
五
年
(
一

一
八
九
)

二
月
十
三
日
に
、
出
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家
を
遂
げ
ら
れ
た
〈
法
名
は
金
剛
覚
で
あ
っ
た
が
、
宇
多
法
皇

あ
り
し
げ

の
御
名
と
同
名
で
あ
る
と
菅
原
在
茂
が
進
言
し
た
の
で
、
亡
く

な
ら
れ
た
後
、
法
性
覚
と
改
め
た
〉。
病
気
が
次
第
に
重
く
な
り

危
篤
に
陥
ら
れ
た
の
で
、
同
月
二
十
七
日
か
ら
、
上
人
が
参
上

し
逗
留
し
て
念
仏
を
勧
め
ら
れ
た
。
翌
日
の
午
前
八
時
、
臨
終

正
念
の
状
態
で
往
生
を
遂
げ
ら
れ
た
。
上
人
の
心
遣
い
は
じ
っ

に
立
派
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

段花
山
院
の
左
大
臣

〈藤
原
兼
雅
公
〉
は
深
く
上
人
に
帰
依
さ

れ
て
、
九
州
の
荘
園
か
ら
の
み
つ
ぎ
物
を
分
け
て
、
毎
年
寄
進

さ
れ
た
そ
う
だ
。
「私
は
後
白
河
院
の
御
所
以
外
に
牛
車
を
止
め

た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
然
上
人
の
庵
室
に
牛
車

を
止
め
て
も
何
の
さ
し
さ
わ
り
が
あ
ろ
う
か
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
、
つ
ね
づ
ね
訪
問
さ
れ
て
、
円
頓
戒
を
受
け
念
仏
の
教
え
に

つ
い
て
語
り
合
わ
れ
た
。
五
十
四
歳
の
正
治
二
年

(
一二

O
O)

七
月
十
四
日
に
出
家
を
遂
げ
、
同
月
十
六
日
に
往
生
を
遂
げ
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

段
ょ

う

し

き

た

か

の

ぷ

あ

そ

ん

右
京
職
の
長
官
で
あ
っ
た
藤
原
隆
信
朝
臣
は
深
く
上
人
に
帰

依
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
以
外
の
仏
や
念
仏
以
外
の
行
を
差
し
置
い

て
、
た
だ
阿
弥
陀
仏

一
尊
の
み
を
崇
め
、

ひ
た
す
ら
念
仏
の

一
行
に
つ
と
め
た
。
と
う
と
う
上
人
に
従
っ
て
、
建
仁
元
年

(
一二

O
こ

に
出
家
を
遂
げ
、
法
名
を
戒
心
と
称
し
た
。
ひ
た

す
ら
念
仏
を
称
え
る
以
外
は
、
他
を
顧
み
な
か
っ
た
。
六
十
四

歳
の
春
、
病
気
で
危
篤
状
態
に
陥
っ
た
。
上
人
は
こ
の
こ
と
を

お
聞
き
に
な
っ
て
、
住
蓮
・
安
楽
と
い
う
こ
人
の
弟
子
を
派
遣

し
て
普
知
識
と
さ
れ
た
。

い
よ
い
よ
臨
終
と
い
う
時
に
、

二
人
の
僧
を
左
右
に
座
ら
せ

て
、
病
人
と
善
知
識
と
が
声
を
そ
ろ
え
て
念
仏
し
、
来
迎
を
願

う
偏
文
を
唱
え
、
姿
勢
を
た
だ
し
て
座
り
合
掌
し
て
往
生
を
遂

げ
た
。
元
久
元
年
(
一二
O
四
)
二
月
二
十
二
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
紫
雲
や
音
楽
を
は
じ
め
と
す
る
奇
瑞
は

一
つ
だ
け
で
は
な

し
よ
う
し
ん
ぼ
う
た
ん
〈
う

か
っ
た
。
後
に
正
信
房
湛
空
が
隆
信
公
の
墓
所
に
向
か
っ
て
念

仏
を
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
よ
い
香
り
は
な
お
消
え
て
い
な
か

っ
た
。
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隆
信
公
の
往
生
は
日
本
往
生
伝
に
書
き
留
め
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
だ
。

四
段

藤 島
原卿2
範fの'
光ミ二に
は品2

後藤
鳥原
羽兼1
院子L

2弱
気て、

XE 
v、口l

品管

早五
で口

で
あ あっ
. つ
乍 た

ひ
た
す
ら
法
然
上
人
に
帰
依
し
て
称
名
念
仏
以
外
の
行
は
し
な

か
っ
た
。
五
十
四
歳
の
春
、
承
元
元
年
(
一
二

O
七
)

三
月

十
五
日
に
出
家
を
遂
げ
、
法
名
を
静
心
と
称
し
た
。
病
状
が
悪

化
し
危
篤
に
陥
っ
た
こ
と
を
お
聞
き
に
な
ら
れ
て
、
後
鳥
羽
院

は
人
目
を
さ
け
て
お
見
舞
い
に
出
か
け
ら
れ
た
。

「
来
世
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
心
に
決
め
て
い
る
の
か
」
と
お

尋
ね
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、

「こ
の
度
の
往
生
は
定
ま

っ
て
い
て

ま

っ
た
く
疑
う
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
わ
け
は
、
昨
夜
の

夢
の
中
に

一
人
の
高
憎
が
や
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
、

〈ど
な
た
で

い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
か
〉
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

〈私
は
源
空
で
あ

る
。
中
国
で
は
善
導
と
名
の
り
、
日
本
で
は
源
空
と
い
う
。
こ

の
世
に
来
て
既
に
衆
生
を
三
度
導
い
て
き
た
。
今
あ
な
た
に
命

が
尽
き
る
時
を
教
え
る
た
め
に
や

っ
て
来
た
の
だ
。
明
後
日
の
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真
畳
時
が
そ
の
時
で
あ
る
〉
と
お

っ
し
ゃ
る
の
を
見
て
夢
が
さ

め
ま
し
た
。
既
に
仏
の
お
告
げ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
往
生
は

間
違
い
な
い
と
存
じ
て
お
り
ま
す
」
と
申
し
あ
げ
た
。
後
鳥
羽

院
は
こ
れ
を
お
聞
き
に
な

っ
て
、
深
く
感
動
さ
れ
た
の
で
あ

っ

た
。
そ
の
日
時
と
少
し
も
違
わ
ず
、
心
を
正
し
く
整
え
て
、
称

名
念
仏
を
続
け
て
往
生
を
遂
げ
た
。
不
思
議
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

五
段

だ

い

ふ

さ

ね

む

ね

ニ

う

大
宮
の
内
府

〈藤
原
実
宗
公
〉
は
、
法
然
上
人
を
信
じ
尊
敬

す
る
気
持
ち
が
他
の
人
と
は
違

っ
て
お
ら
れ
た
の
で

い
つ
も

上
人
に
お
会
い
に
な
り
念
仏
往
生
の
道
を
見
極
め
ら
れ
、

つ

に
上
人
を
受
戒
の
師
と
し
て
建
永
元
年
(
一
二

O
六
)
十

一
月

二
十
七
日
に
出
家
を
遂
げ
、
専
修
念
仏
の
勤
め
を
怠
ら
れ
な

か
っ
た
。
上
人
の
入
滅
を
悲
し
ん
で
、
中
陰
の
初
七
日
の
法
要

ふ
じ
ゅ
も
ん

に
お
い
て
調
諦
文
を
さ
さ
げ
ら
れ
た
。
六
十
七
歳
の
建
暦
二
年

(
一
二
一
二
)
十
二
月
八
日
、
心
を
乱
す
こ
と
な
く
、
念
仏
を
続

け
て
往
生
を
遂
げ
ら
れ
た
。
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六
段の

の
み
や

野
宮
の
左
大
臣

き
ん
つ
ぐ
こ
う

〈
藤
原
公
継
公
〉
は
、
上
人
と
師
弟
の
関
係

が
深
か

っ
た
の
で
、

興
福
寺
の
僧
侶
た
ち
は
、
上
人
が
念
仏
を

興
し
た
こ
と
を
ね
た
ん
で
朝
廷
に
奏
上
に
至
っ
た
時
、
上
人
と

弟
子
の
権
大
納
言
〈
公
継
公
〉
を
遠
流
に
す
る
べ
き
旨
を
述
べ

た
訴
状
を
差
し
出
し
た
が
、
公
継
公
は
ま
っ
た
く
そ
の
志
を
変

え
な
か
っ
た
。
専
修
念
仏
の
勤
め
を
怠
る
こ
と
な
く
、
五
十

歳
の
嘉
禄
三
年

(
一
二
二
七
)
正
月
二
十
三
日
に
職
を
辞
し
、

同
月
三
十
日
様
々
な
奇
瑞
を
あ
ら
わ
し
て
往
生
を
遂
げ
、
今
日

に
至
る
ま
で
末
々
の
美
談
と
な
っ
て
い
る
。

大
体
、
公
卿
や
殿
上
人
の
中
に
、
上
人
の
教
化
に
帰
依
す
る

人
は
多
く
い
ら

っ
し
ゃ
っ
た
け
れ
ど
も、

そ
の
数
は
あ
ま
り
に

多
い
の
で
載
せ
な
い
こ
と
に
す
る
。

十
三
巻

段
ご
い
ん

h
U

ほ
ん

聖
護
院
の
無
品
親
王

〈
静
恵
〉

が
ご
病
気
の
時
、

あ
ら
ゆ
る

治
療
法
を
試
み
た
が
、
効
果
が
な
か
っ
た
の
で
、
門
弟
で
あ
る

か

ず

さ

さ

い

し

よ

う

だ

い

に

こ
う
い
ん

上
総
の
宰
相
の
僧
正
行
舜
や
、
大
弐
の
僧
正
公
胤
そ
の
他
の
人

び
と
が
、
『
大
般
若
経
』
を
略
さ
ず
に
読
諦
し
て
祈
祷
を
さ
れ
た
。

ら
ん
ぼ
う

こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
み
な
仏
教
界
に
お
い
て
驚
鳳
の
よ
う
に

り
ゅ
う
ぞ
E

つ

す
ぐ
れ
、
僧
侶
の
中
で
竜
象
の
よ
う
に
り
っ
ぱ
な
者
た
ち
で
あ
っ

た
。し

か
し
な
が
ら
、
も
は
や
危
篤
に
陥
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
ら

の
人
び
と
を
差
し
置
か
れ
て
法
然
上
人
を
招
き
呼
ば
れ
た
が

お
使
い
が

二
度
来
た
時
ま
で
は
強
く
辞
退
し
て
参
上
さ
れ
な

か
っ
た
。
三
度
目
の
お
使
い
と
し
て
宰
相
律
師
実
昌
と
い
う
人

が
や
っ
て
来
て
、
「
是
が
非
で
も

一
度
お
い
で
下
さ
っ
て
、
念
仏

の
こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
」
と
、
無
理
に
連
れ
て
行
こ
う

と
さ
れ
た
の
で
、
「
本
当
に
、
往
生
な
さ
る
は
ず
の
人
で
ご
ざ
い

ま
し
ょ
う
か
」
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
律
師
の
車
に
同
乗
し
て
参
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上
さ
れ
た
。

親
王
は
対
面
さ
れ
て
、
「
ど
う
し
た
ら
こ
の
度
、
迷
い
の
世
界

を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
ど
う
か
後
の
世
を
お
助

け
く
だ
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
上
人
は
臨
終
の
行
儀

に
つ
い
て
お
話
に
な
り
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
意
趣
を
述
べ
ら

れ
る
と
、
親
王
は
感
涙
を
し
き
り
に
お
流
し
に
な
り
、
阿
弥
陀

仏
を
信
じ
敬
う
心
を
込
め
て
合
掌
さ
れ
た
。

上
人
は
、
ま
も
な
く
お
帰
り
に
な
り
、
次
の
目
、
親
王
は
往

生
さ
れ
た
が
、
最
後
に
念
仏
を

一
万
五
千
遍
称
え
ら
れ
て
、
念

仏
と
と
も
に
息
を
引
き
取
ら
れ
た
。
多
く
の
人
び
と
は
あ
り
が

た
く
思
い
合
掌
し
、
上
人
の
徳
を
ほ
め
申
し
上
げ
た
。
実
昌
律

師
が
後
に
往
生
の
様
子
を
上
人
に
お
話
し
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、

上
人
も
お
喜
び
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

段延
暦
寺
東
塔
に
あ
る
竹
林
房
の
静
厳
法
印
が
、
吉
水
の
禅
房

に
や
っ
て
来
て
、
「
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
度
、
迷
い
の
世
界
を

離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で

「
わ
た
く
し
源
空
の
方
か
ら
こ
そ
お
尋
ね
申
し
た
く
存
じ
ま
す
」
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と
申
さ
れ
る
と
、
法
印
は
ま
た
、
「
教
義
の
筋
道
を
追
求
し
て
決

断
す
る
面
で
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
迷
い
の
世
界
を
離
れ
る

こ
と
に
お
い
て
は
、
智
慧
も
徳
も
極
ま
り
、
仏
道
を
求
め
る
心

が
深
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
き
っ
と
心
に
決
め
た
教
え
を

お
持
ち
で
し
ょ
う
」
と
申
さ
れ
る
と
、
「
源
空
に
は
、
阿
弥
陀
仏

の
本
願
に
乗
っ
て
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
を
望
む
以
外
、
ま
っ

た
く
修
行
の
効
果
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。

法
印
が
申
さ
れ
る
に
は
、
「
私
の
考
え
も
同
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。

素
晴
し
い
お
言
葉
を
承
っ
て
愚
か
な
考
え
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の

に
す
る
た
め
に
お
尋
ね
申
し
上
げ
た
次
第
で
す
。
と
は
い
う
も

の
の
、
迷
い
の
心
が
沸
き
起
こ
る
の
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ

う
か
」
と
。
上
人
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
「
そ
れ
は
煩
悩
の
し
わ

ざ
な
の
で
凡
夫
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
本
願

ほ
ん
が
ん
り
き

を
頼
り
と
し
て
名
号
を
称
え
れ
ば
、
仏
の
本
願
力
に
乗
っ
て
往

生
を
得
る
と
承
知
し
て
い
る
だ
け
で
す
」
と
。
法
印
は
、
「
信
心

は
定
ま
り
、
疑
念
は
た
ち
ま
ち
消
え
て
な
く
な
り
ま
し
た
。
往

生
は
ま
っ
た
く
疑
う
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
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退
出
さ
れ
た
そ
う
だ
。

段法
然
上
人
が
、
清
水
寺
に
お
い
て
円
頓
戒
に
つ
い
て
説
か
れ

た
そ
の
折
に
、
罪
悪
の
凡
夫
で
あ
っ
て
も
本
願
を
頼
り
と
し
て

念
仏
す
れ
ば
、
往
生
は
確
実
で
あ
る
こ
と
を
丁
寧
に
勧
め
ら
れ

た
の
で
、
清
水
寺
の
大
勧
進
ひ
じ
り
の
沙
弥
印
蔵
は
、
深
く
本

願
を
信
じ
て
ひ
た
す
ら
念
仏
に
帰
依
し
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
治
四
年
(
一一

八
八
)
五
月
十
五
日
、

滝
山
寺
を
道
場
と
し
て
不
断
の
常
行
念
仏
三
昧
を
は
じ
め
た
と

こ
ろ
、
能
信
と
い
う
憎
が
、
香
炉
を
と
っ
て
儀
式
を
は
じ
め
る

願
文
を
読
ん
で
行
道
す
る
と
、
発
願
主
の
印
蔵
や
清
水
寺
の
憎

七九宇っ、

な
ら
び
に
僧
尼
た
ち
が
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
仏
縁
を
結

ん
だ
。
そ
の
行
法
は
現
在
で
も
途
絶
え
る
こ
と
な
く
勤
め
ら
れ

て
い
る
。
阿
弥
陀
堂
の
常
行
念
仏
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
こ
れ

で
あ
る
。

そ
も
そ
も
清
水
寺
の
十

一
面
観
音
の
霊
像
は
、
極
楽
浄
土
に

お
い
て
は
仏
に
も
等
し
い
菩
薩
で
あ
り
、
こ
の
け
が
れ
た
裟
婆

世
界
に
お
い
て
は
人
び
と
の
恐
れ
お
の
の
き
を
除
い
て
く
れ
る

し
よ
う
し
ん

菩
薩
で
あ
る
。
仁
和
寺
の
性
信
入
道
親
王
の
夢
の
中
で
、
観
音

菩
薩
は
み
ず
か
ら
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
「
清
水
寺
の
滝
は
過
去
に
お

い
で
も
あ
っ
た
。
現
在
に
お
い
て
も
あ
り
、
未
来
に
お
い
て
も

ま
た
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
滝
は
す
な
わ
ち
大
日
知
来
を
あ

ば

ん

じ

ら
わ
す
鍍
字
の
知
水
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
次
の

一
首
を

詠
ま
れ
た
。

「
清
水
の
、
滝
へ
表
五
ば
、
自
ら
、
現
世
安
穏
、
往
生
極
楽
」

清
水
の
滝
へ
参
詣
す
る
と
、
お
の
ず
と
現
世
に
は
穏
や
か
に

く
ら
し
、
来
世
に
は
極
楽
往
生
で
き
る

だ

い

い

ぎ

し

し

ゅ

ん

え

人

と
一部
さ
れ
た
の
で
、
大
威
儀
師
の
俊
縁
を
使
い
と
し
て
、

寺
へ
仰
せ
つ
か
わ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
深

く
頼
み
に
で
き
る
観
音
菩
薩
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
教
化
に
よ
っ

て
、
こ
の
場
所
に
お
い
て
不
断
念
仏
を
始
め
ら
れ
た
の
も
、
理

由
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
段

て
ら
お
と
こ

奈
良
興
福
寺
の
年
老
い
た
寺
男
は
、

法
然
上
人
が
清
水
寺
で

清
水

四十八巻伝293 



円
頓
戒
に
つ
い
て
説
か
れ
た
と
き
、
念
仏
を
勧
め
ら
れ
る
の
を

聞
い
て
、
心
か
ら
敬
い
信
じ
る
あ
ま
り
、
ま
も
な
く
発
心
出
家

し
よ
う
お
ん
じ

し
て
、
松
苑
寺
の
ほ
と
り
に
草
庵
を
結
ん
で
念
仏
を
し
て
い
た

が
、
最
後
に
不
思
議
な
し
る
し
が
あ
ら
わ
れ
て
、
大
き
な
声
で

念
仏
を
し
て
往
生
を
遂
げ
た
。

能
信
と
い
う
僧
が
、
知
法
経
に
用
い
る
格
の
木
を
植
え
な
が

ら
、
往
生
す
る
人
と
縁
を
結
ぶ
た
め
に
、
棺
の
先
松
明
の
役
を

勤
め
て
帰
っ
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
れ
た
よ
い
香
り
が
衣
の
上
に
か

お
っ
た
。
人
び
と
は
不
思
議
に
思
い
、
信
心
を
増
す
も
の
が
多

、a

コ

:
0

4
M

て
犬

五
段建

仁
二
年

(
一
二

O
二
)
三
月
十
六
日
、
法
然
上
人
は
次
の

よ
う
に
語
ら
れ
た
。
「
慈
眼
房
叡
空
上
人
は
戒
を
受
け
た
師
匠
で

あ
る
上
に
、
同
じ
寺
に
住
み
、
衣
食
の
二
つ
は
す
べ
て
こ
の
ひ

じ
り
の
援
助
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
え
を
こ
と
ご
と

く
習
得
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
教
え
の
解
釈
は
水
と
火

の
よ
う
に
相
違
し
て
、

い
つ
も
論
争
し
て
い
た
。
こ
の
ひ
じ
り

と
源
空
と
は
南
北
に
房
舎
を
な
ら
べ
て
住
ん
で
い
た
が
、
あ
る
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時
、
ひ
じ
り
の
住
ん
で
お
ら
れ
る
房
舎
の
前
を
通
る
と
、

ひ
じ

り
が
ご
覧
に
な
っ
て
、
〈
そ
こ
の
ご
房
よ
〉
と
呼
ば
れ
た
の
で
、

立
ち
止
ま
っ
て
、
〈
縁
側
に
お
り
ま
す
〉
と
申
し
上
げ
る
と
、
〈
大

乗
の
真
実
の
智
慧
を
起
こ
さ
ず
に
、
浄
土
に
往
生
で
き
る
で
あ

ろ
う
か
〉
と
お
っ
し
ゃ
っ
る
の
で
、
〈
き
っ
と
往
生
す
る
で
し
ょ

う
〉
と
お
答
え
申
し
上
げ
た
時
に
、
〈
ど
こ
に
そ
の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
の
か
〉
と
申
さ
れ
た
の
で
、
〈
『
往
生
要
集
」
に
記
さ

れ
て
お
り
ま
す
〉
と
申
し
上
げ
る
と
、
〈
『往
生
要
集
」
の
内
容

を
見
ら
れ
た
の
か
〉
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
〈
さ
あ
、
誰
が
内

容
を
見
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
〉
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、

ひ

じ
り
は
腹
を
立
て
て
枕
を
も
っ
て
、
何
度
も
投
げ
打
た
れ
た
の

で
、
そ
っ
と
逃
げ
て
、
自
分
の
房
舎
の
方
へ
下
が
る
と

し
つ

こ
く
追
い
か
け
て
こ
ら
れ
て
、
答
の
柄
を
も
っ
て
肩
を
打
つ
な

ど
さ
れ
た
c

ま
た
そ
の
後
に
書
物
を
持
っ
て
来
ら
れ
て
、
〈
こ
こ

は
ど
う
い
う
意
昧
な
の
か
〉
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
心
の
中
で
、

無
駄
な
こ
と
だ
。
思
わ
ぬ
事
態
に
な
る
の
で
今
は
何
も
言
わ
な

い
で
お
こ
う
と
決
め
て
、
〈
さ
あ
、
ど
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
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し
よ
う
〉
と
申
し
上
げ
る
と
、
ま
た
腹
を
立
て
て
、
〈
あ
な
た
の

よ
う
な
人
と

一
緒
に
暮
ら
す
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
も
話

し
ム
ロ
う
た
め
で
は
な
い
か
〉
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、

最
後
に
は
覚
悟
房
と
い

い
つ
も
い
さ
か
い
は
し
た
が
、

う
ひ
じ
り
に
叡
空
の
二
字
を
書
か
せ
て
、
反
対
に
弟
子
と
な
っ

て、

房
舎

・
聖
教
の
譲
り
状
を
も
、
も
と
は
譲
渡
と
書
か
れ
た

の
を
、
取
り
返
し
て
進
上
と
書
き
直
し
て
与
え
て
、
〈
い
つ
い
つ

ま
で
も
永
遠
に
お
互
い
に
師
と
な
り
弟
子
と
な
る
た
め
に
こ
の

よ
う
に
記
す
の
で
す
〉
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

さ

が

み

ち

ょ

う

え

ん

天
台
密
教
の
師
匠
で
あ

っ
た
相
模
の
重
宴
阿
閤
梨
も
、
最
後

に
は
受
戒
の
弟
子
と
な

っ
て
私
よ
り
戒
を
お
受
け
に
な

っ
た
。

こ
ん

ご

う

か

い

た

い

ぞ

う

か

い

こ

ん

た

い

句

品

今

ぶ

か
ん
じ
よ
う

ま
た
確
か
に
金
剛
界

・
胎
蔵
界
・

金
胎
合
部
の
三
部
の
濯
頂
を

お
授
け
に
な
っ
た
丹
後
の
迎
接
房
も
、
逆
に
私
の
弟
子
と
な

っ

け
ん
ぎ
よ
う

て
、
顕
教
の
教
え
と
浄
土
の
教
え
を
わ
た
く
し
源
空
に
習
い
、

つ
い
に
往
生
を
遂
げ
た
。
ま
た
そ
の
こ
ろ
西
塔
院
主
で
あ

っ
た

円
長
僧
都
は
、

重
宴
阿
閣
梨
の
天
台
密
教
の
弟
子
で
あ
る
か
ら
、

源
空
と
は
師
匠
を
同
じ
く
す
る
仲
間
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
円
長

が
天
台
密
教
の
教
義
を
重
宴
阿
閤
梨
に
質
問
し
た
と
こ
ろ
、

〈心

の
内
に
は
わ
か

っ
て
い
る
の
だ
が

私
は
学
匠
で
は
な
い
の
で

う
ま
く
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
法
然
房
に
尋

ね
て
、
私
の
代
わ
り
に
言
わ
せ
申
し
ま
し
ょ
う
〉
と
重
宴
が
お

っ

し
ゃ
っ

た
の
で
、
円
長
も
後
に
は
弟
子
と
な

っ
て、

〈お
教
え

く
だ
さ
い
〉
と
言
っ
て
、
ま
も
な
く
受
戒
し
て
師
弟
と
し
て
振

る
舞
わ
れ
た
。
最
初
の
師
匠
で
あ
る
美
作
国
の
観
覚
得
業
も
弟

子
と
な
っ
て
、
源
空
を
戒
師
と
し
て
受
戒
な
さ
っ
た
。
多
く
の

師
匠
た
ち
が
み
な
弟
子
と
な
ら
れ
た
中
で
も
、
そ
の
こ
ろ
の
大

学
者
た
ち
で
、
慈
眼
房
の
受
戒
の
弟
子
で
な
い
者
は
な
い
の
に

そ
の
師
の
慈
眼
房
が
逆
に
弟
子
に
な
ら
れ
た
こ
と
は
、
木
当
に

思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
」
と
様
々
に
語
ら
れ
た
の

で
、
聞
く
人
は
み
な
喜
び
、
不
思
議
な
こ
と
だ
と
話
し
合
っ

た

そ
う
だ
。

六
段さ

え

も

ん

が

さ

か

ん

じ

ね

さ

疋

こ
れ
む
ね

左
衛
門
府
の
志
・
藤
原
宗
貞
と
そ
の
妻
室

・
惟
宗
氏
の
娘
が
、

う

ん

ご

じ

夫
婦
心
を

一
つ
に
し
て
堂
舎
建
立
の
発
願
を
し
て
、

雲
居
寺
の

北
辺
の
道
の
東
側
を
そ
の
敷
地
と
し
、
建
仁
元
年
(

。
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四
月
十
九
日
に
上
棟
し
、
同
二
年
の
春
ご
ろ
に
建
立
し
終
え
た
。

私一
v
h
e
ド
レ

本
尊
は
阿
弥
陀
像
で
脇
士
は
観
音
菩
薩
と
地
蔵
菩
薩
を
安
置
し

申
し
上
げ
た
。
同
年
の
秋
の
こ
ろ
、
法
然
上
人
は
吉
水
御
房
か

し
よ
う
お
う
み
だ
い
ん

ら
雲
居
寺
の
勝
応
弥
陀
院
へ
百
日
の
参
詣
を
な
さ
れ
た
時
、
発

願
主
の
宗
貞
は
門
前
に
腰
を
落
と
し
て
頭
を
た
れ
、
堂
舎
建
立

の
趣
旨
を
述
べ
、
ご
供
養
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
・申
し
上
げ

る
と
、
上
人
は
堂
内
に
お
入
り
に
な
っ
て
、
仏
像
安
置
の
あ
り

様
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
「
こ
の
堂
は
源
空
が
供
養
す
る
に
ふ
さ
わ

し
い
堂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
堂
外
へ
出
で
し

ま
わ
れ
た
。

発
願
主
は
理
解
で
き
ず
に
あ
わ
て
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
人

が
「
上
人
は
勢
至
菩
薩
が
姿
を
変
え
て
現
れ
た
垂
遮
に
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
が
、
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

な
の
に
脇
士
に
勢
至
菩
薩
が
お
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
上
人
の
み

心
と
違
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
申
し
た
の
で
、
急
い

で
さ
ら
に
勢
至
菩
薩
を
造
立
し
、
も
と
の
地
蔵
菩
薩
を
別
の
場

所
に
移
動
し
申
し
上
げ
、

そ
の
跡
に
勢
至
菩
薩
を
安
置
申
し
上

げ
て
後
、
上
人
が
ま
た
雲
居
寺
へ
参
詣
さ
れ
た
時
、
建
仁
二
年

(
一
二

O
二
)
八
月
三
十
日
に
再
度
、
供
養
を
お
願
い
し
た
と
こ

ろ
、
確
か
に
供
養
を
遂
げ
ら
れ
た
。
特
別
に
啓
白
を
読
む
こ
と
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は
な
か

っ
た
。
た
だ
念
仏
を
千
遍
唱
え
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
の

い
ん
じ
a
う
じ

ま
ま
不
断
念
仏
を
始
め
ら
れ
、
寺
号
を
引
摂
寺
と
つ
け
ら
れ
た
。

こ
の
堂
は
今
で
も
現
存
し
、
勢
至
菩
薩
の
後
ろ
に
は
例
の
地
蔵

菩
薩
が
安
置
し
て
あ
る
。

十
四
巻

段

ざ

す

天
台
座
主
権
僧
正
顕
真
が
、
ま
だ
大
僧
都
で
い
ら
し
ゃ

っ
た

時
、
承
安
三
年

(

一一

七
一二
)
四
十
三
歳
で
官
職
を
辞
し
、
情

り
を
求
め
て
大
原
に
篭
り
、

(
一一

七
六
)

七

そ見
の白
書lミ
菩 建1四
提春t年
の門土の
た院I歳
め平2月
にま滋5が
法i子ニ過
f主rがき
寺じお
に亡安
新く元
法な 二
華り年

に
な

っ
た
の
で
、

堂
を
お
建
て
に
な
り
、

七
七
日
の
御
忌
を
迎
え
て
、
同
年
八
月

二
十
五
日
に
法
華
三
昧
を
は
じ
め
ら
れ
た
。
そ
の
指
導
僧
と
し

い
ち
の
か
し
よ
う
L
a
う
が
〈
ぼ
う
し
ん
ね

て
比
叡
山
の
法
華
堂
の

一
和
尚
正
覚
房
真
恵
を
召
さ
れ
た
と
こ
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ろ
、
真
恵
は
勅
命
に
従
っ
た
時
に
、
大
原
の
僧
都
顕
真
は
法
華

堂
の
欠
員
の
あ
と
に
就
く
こ
と
を
望
ん
で
、
少
々
か
ね
て
か
ら

望
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、

し
ば
ら
く
の
間
僧
侶
を
補
充

し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
法
華
堂
の
憎
た
ち
に
告
げ
知

ら
せ
た
。
そ
の
後
、
同
年
九
月

一
日
の
夜
十
二
時
こ
ろ
登
山
し
、

す
ぐ
に
法
華
堂
に
参
じ
て
法
華
三
昧
の
僧
衆
に
加
わ
り
、
出
家

後
の
年
数
に
従
っ
て
三
床
の
二
和
尚
の
席
に
す
わ
り
、
午
前
二

時
こ
ろ
か
ら
二
時
間
勤
め
ら
れ
て
後
、

一
床
の

一
和
尚
の
席
に

す
わ
ら
れ
た
。

け
ん
み
ょう

ち

ぎ

そ
の
後
は
禅
光
房
顕
明
を
代
官
と
し
て
、
天
台
大
師
智
額
、

伝
教
大
師
最
澄
、
慈
覚
大
師
円
仁
の
三
大
師
の
御
命
日
を
は
じ

め
と
し
て
、
大
小
の
割
り
当
て
ら
れ
た
仕
事
等
を
み
な
新
参
者

ほ
っ

け

せ

人
ぼ
う

の
よ
う
に
勤
め
ら
れ
た
。
四
季
の
法
華
織
法
の
初
夜
の
勤
め
の

時
に
は
必
ず
参
堂
さ
れ
た
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
迷
い
を
離
れ

る
道
は
容
易
に
得
難
い
こ
と
を
嘆
い
て
、
名
声
と
利
益
の
た
め

の
学
問
の
道
を
の
が
れ
隠
遁
し
た
と
い
う
も
の
の
、
ま
ち
が
い

な
く
迷
い
の
世
界
を
離
れ
る
ま
っ
す
ぐ
な
道
が
ど
れ
で
あ
る
の

か
思
案
し
た
が
、
ま
だ
決
ま
ら
な
い
。
昼
も
夜
も
こ
の
こ
と
の

み
を
嘆
い
て
い
た
と
こ
ろ
、

あ法
の華
半史堂
行1の
半日十
座ぎ 二
三f禅
昧1衆
のに
修欠
行員
はが
天で

き
た
こ
と
を
聞
い
た
と
き
、

台
大
師
智
額
が
書
写
さ
れ
た
『
法
華
経
」
を
本
尊
と
し
、
伝
教

大
師
最
澄
が
弘
仁
三
年
(
八
一

二
)
七
月
に
は
じ
め
ら
れ
た
大

切
な
行
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
迷
い
の
世
界
か
ら
解
き
放
た

れ
る
ま
っ
す
ぐ
な
道
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
当
た
ら
れ

て
、
十
二
禅
衆
に
加
わ
れ
た
そ
う
だ
。
毎
日
の
時
間
ご
と
の
勤

行
に
、
法
華
償
法

一
巻
を
加
え
行
う
こ
と
は
、
顕
真
僧
都
が
は

じ
め
て
定
め
ら
れ
た
の
で
憎
た
ち
は
心
を

一
つ
に
し
て
そ
の
行

を
今
で
も
怠
ら
ず
行
っ
て
い
る
。

手量

八
年
の
歳
月
が
過
ぎ
て
、
寿
永
二
年
(
一
一
八
一二
)

み
よ
-
つ

九
月
に
後
白
河
院
が
日
吉
社
に
ご
参
詣
の
と
き
、
天
台
座
主
明

う
人雲

は
賞
を
譲
っ
て
顕
真
は
法
印
に
任
じ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
か

そ
の
後
、

た
く
門
を
閉
じ
て
静
か
に
住
房
に
こ
も
り
、
仰
せ
に
従
わ
ず
、

た
だ
迷
い
の
世
界
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
難
し
い
こ
と
だ
け
を
嘆

ょ
う
ベ
ん

い
つ
も
永
弁
法
印

い
て
い
た
。
同
じ
法
流
を
く
む
よ
し
み
で
、
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と
迷
い
を
離
れ
る
道
に
つ
い
て
語
り
あ
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

こ
の
よ
う
な
問
題
は
法
然
上
人
に
お
尋
ね
す
る
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
を
、
永
弁
が
申
し
た
の
で
、
相
模
房
と
い
う
者
を
使
者
と

し
て
遣
わ
し
、
上
人
が
登
山
さ
れ
る
機
会
に
は
必
ず
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
と
お
っ

し
や
っ
て
い
た
の
で
、
上
人
は
坂
本
(
西
坂
本
)
へ
お
い
で
に
な
っ

て
、
「
来
ま
し
た
よ
」
と
申
さ
れ
た
。

顕
真
法
印
は
お
越
し
に
な
っ
て
上
人
と
対
面
し
、

「
こ
の
生
涯

で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
迷
い
の
世
界
か
ら
離
れ
る
べ
き
で
し
ょ

う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
ご
ろ
、
上
人
は
「
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
て
も
、
あ
な
た
の
お
考
え
に
ま
さ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
」
と
答
え
ら
れ
た
。
法
印
は
「
先
学
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で

き
っ
と
思
い
定
め
た
こ
と
が
お
あ
り
で
し
ょ
う
。
お
示
し
く
だ

さ
い
、
と
申
し
て
お
り
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
上
人
は
「
自

分
の
た
め
に
は
、
少
々
思
い
定
め
て
い
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
早
く
極
楽
へ
の
往
生
を
お
遂
げ
に
な
る
の
が
よ
い
で
し
ょ

う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
法
印
は
「
こ
の
生
涯
を
終
わ
っ

て
直
ち
に
往
生
を
遂
げ
る
の
が
難
し
い
か
ら
こ
の
質
問
を
し
て

い
る
の
で
す
。
ど
う
す
れ
ば
こ
の
生
涯
で
容
易
に
往
生
を
遂
げ
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る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
述
べ
ら
れ
た
時
、
上
人
は
「
成

仏
は
難
し
い
け
れ
ど
も
往
生
す
る
の
は
や
さ
し
い
。
道
紳
・
善

導
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
仏
の
願
力
を
強
い
縁
と
し
て
、
心
の
散

り
乱
れ
る
凡
夫
は
浄
土
へ
往
生
す
る
の
で
す
」
と
お
答
え
に
な
っ

た
。そ

の
後
、
お
互
い
に
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
な
く
、
上
人
が
お

帰
り
に
な
っ
て
後
、
法
印
は
「
法
然
房
は
智
恵
は
大
変
深
い
け

れ
ど
も
、
少
々
偏
っ
た
誤
り
が
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
上

人
は
こ
の
事
を
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
お
聞
き
に
な
り
、
「
自
分
が
知

ら
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
、
必
ず
疑
い
の
心
を
起
こ
す
も
の
だ
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
を
、
法
印
は
ま
た
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
お
聞

き
に
な
り
、
「
本
当
に
そ
の
と
お
り
だ
。
私
は
顕
教
と
密
教
の
教

え
に
学
問
を
積
ん
で
き
た
と
は
い
え
、
す
べ
て
そ
れ
は
名
声
と

利
益
の
た
め
で
あ
り
、
浄
土
へ
の
往
生
を
志
さ
な
か
っ
た
た
め

に
、
道
紳

・
善
導
の
解
釈
に
目
を
通
さ
な
か
っ
た
。
法
然
房
で

な
け
れ
ば
、

一
体
誰
が
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
か
」
と
い
っ
て
、
こ
の
上
人
の
言
葉
に
恥
じ
て
、
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百
日
の
聞
大
原
に
篭
っ
て
、
浄
土
教
の
注
釈
書
を
ご
覧
に
な
っ

て
後
、
「
す
っ
か
り
浄
土
の
教
え
に
つ
い
て
見
定
め
ま
し
た
。
ぉ

越
し
に
な
っ
て
対
談
し
て
く
だ
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、

文
治
二
年

(
一
一
八
六
)

の
秋
の
こ
ろ
、
上
人
は
大
原
へ
お
い

で
に
な
っ
た
。だ

い
か
ん
じ
ん
し
き

東
大
寺
の
大
勧
進
職
に
あ
っ
た
俊
乗
房
重
源
が
、

い
ま
だ
に

迷
い
の
世
界
か
ら
離
れ
る
方
法
を
心
に
思
い
決
め
て
い
な
い
の

を
上
人
は
気
の
毒
に
思
わ
れ
て
、
大
原
で
談
義
す
る
旨
を
お
知

ら
せ
に
な
っ
た
の
で
、
重
源
は
弟
子
三
十
人
あ
ま
り
を
連
れ
て

し
よ
う
り
ん
い
人

大
原
に
向
か
っ
た
。
こ
う
し
て
勝
林
院
の
丈
六
堂
に
集
合
し
た
。

上
人
の
側
に
は
、

重
源
を
は
じ
め
そ
の
弟
子
た
ち
が
多
く
集
ま
つ

た
。
法
印
の
側
に
は

一
門
の
僧
侶
ほ
か
学
問
を
積
ん
だ
碩
学

や
大
原
の
ひ
じ
り
た
ち
が
列
座
し
た
。
比
叡
山
の
僧
侶
た
ち
を

は
じ
め
、
傍
聴
す
る
人
た
ち
が
多
か
っ
た
そ
う
だ
。

一
昼
夜
に
及
び
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
上
人
は
、
法
相
宗

三
論
宗
・
華
厳
宗

・
法
華
宗
・
真
言
宗
・
禅
宗
な
ど
多
く
の
宗

派
に
わ
た
っ
て
、
凡
夫
の
最
初
の
発
心
か
ら
、
仏
と
な
る
最
上

の
悟
り
に
い
た
る
ま
で
、
修
行
の
方
法
や
悟
り
を
得
た
様
相
を

詳
し
く
お
述
べ
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
、
「
こ
れ
ら
の
宗
派
は
み
な

教
え
は
深
く
利
益
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
人
間
の
能
力
と
教
え
が

一
致
す
る
な
ら
ば
、
悟
り
は
、

か
か
と
を
回
す
余
地
の
な
い
ほ

ど
の
わ
ず
か
な
時
間
で
、
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
わ
た

く
し
源
空
の
よ
う
な
愚
か
な
者
た
ち
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
教
え

に
堪
え
る
器
で
は
な
い
の
で
、
悟
る
こ
と
は
難
し
く
、
惑
い
や

す
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
た
く
し
源
空
は
発
心
し
て
よ
り
、

聖
道
門
の
諸
宗
に
わ
た
っ
て
広
く
迷
い
の
世
界
を
離
れ
る
道
を

尋
ね
求
め
た
が
、
ど
れ
も
こ
れ
も
難
し
い
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、

末
世
と
な
り
人
は
愚
か
に
な
り
、
能
力
と
教
え
が
そ
む
き
あ
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
善
導
の
解
釈
や
浄
土
三
部
経

の
真
意
に
よ
る
と
、
阿
弥
陀
仏
の
願
力
を
強
い
縁
と
す
る
の
で
、

智
慧
の
あ
る
な
し
を
問
題
と
せ
ず
、
戒
律
を
た
も
つ
か
破
る
か

を
選
ば
す
、
煩
悩
が
な
く
生
ま
れ
変
わ
り
の
な
い
浄
土
に
生
ま

れ
て
、
永
久
に
後
戻
り
し
な
い
位
に
達
す
る
の
は

た
だ
浄
土

の

一
門
、
念
仏
の

一
行
の
み
だ
け
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
、
法

蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
時
の
修
行
に
は
じ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
と
な
っ

て
得
ら
れ
た
功
徳
に
至
る
ま
で
、
道
理
を
き
わ
め
言
葉
を
尽
く
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し
説
明
し
終
え
て
、
「
た
だ
し
こ
れ
は
私
な
り
の
理
解
を
述
べ
た

ば
か
り
で
す
。
す
ぐ
れ
た
方
の
理
解
や
修
行
を
妨
げ
よ
う
と
す

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
法
印
を
は

じ
め
座
に
あ
る
人
び
と
は
み
な
上
人
を
信
じ
て
従
っ
た
そ
う
だ
。

「
外
形
を
見
る
と
源
空
上
人
で
あ
る
が
、
本
当
は
阿
弥
陀
知
来
が

姿
を
変
え
て
現
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
感
動
し
あ
っ
た
。
法

え

ご
う

ろ

印
は
柄
香
炉
を
手
に
取
り
、
大
き
な
戸
で
念
仏
を
始
め
て
行
道

を
さ
れ
る
と
、
僧
侶
た
ち
た
ち
は
み
な
声
を
そ
ろ
え
て
念
仏
を

修
す
る
こ
と
三
日
三
夜
に
及
び
、
声
は
山
谷
に
満
ち
あ
ふ
れ
、

響
き
は
林
野
を
揺
り
動
か
し
た
。
信
心
を
お
こ
し
縁
を
結
ぶ
人

が
多
か

っ
た
。

段顕
真
法
印
は
、
悟
り
を
求
め
る
思
い
が
内
面
よ
り
お
こ
り
、

迷
い
の
世
界
を
離
れ
る
大
事
な
道
を
探
し
求
め
ら
れ
た
と
乙
ろ
、

法
然
上
人
の
そ
れ
と
な
い
諌
め
を
受
け
ら
れ
て
か
ら
は
、
す
ぐ

に
念
仏
以
外
の
行
を
さ
し
お
い
て
ひ
た
す
ら
念
仏
を
修
す
る
行

者
と
な
ら
れ
た
の
で
、
自
分
が
迷
い
の
世
界
を
離
れ
る
た
め
に

念
仏
往
生
を
望
ま
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
上
に
ま
た
他
人
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に
も
そ
れ
を
勧
め
ら
れ
た
。

叔
母
の
尼
僧
を
い
ざ
な
う
た
め
、
念
仏
を
勧
進
す
る
手
紙
を

送
ら
れ
た
。
こ
れ
が
世
間
に
広
ま
っ
て
い
る

〈顕
真
の
消
息
〉

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。
「
私
が
念
仏
を
称
え
る
と
仏
は
私
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
る
。

仏
の
光
明
が
私
を
照
ら
す
と
、
こ
の
身
の
罪
障
は
消
え
な
い
こ

と
は
な
い
。
薬
王
樹
に
触
れ
る
者
は
、
毒
で
あ

っ
て
も
薬
と
な

る
。
光
明
を
蒙
る
者
は

一
体
誰
が
罪
障
を
残
す
と
い
う
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
ほ
ど
た
や
す
い
行
を
限
り
な
く
長
い
間
、
思
い

あ
た
ら
な
か

っ
た
こ
と
の
何
と
悲
し
い
こ
と
か
。
時
代
を
過
ぎ

た
今
と
な
っ
て
は
叶
わ
な
い
智
恵
や
禅
定
の
行
を
修
す
よ
り
も
、

い
ま
現
に
利
益
に
あ
ず
か
る
、

光
明
に
照
ら
さ
れ
る
名
号
を
称

え
る
べ
き
で
あ
る
。

一
行
に
は

一
切
の
行
を
含
む
か
ら
、
念
仏

の
一
行
に
諸
行
は
す
べ
て
納
ま
り
、

一
念
に
無
量
の
念
仏
を
含

む
か
ら
、

一
称
の
念
仏
に
何
の
不
足
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
仏
の

住
ま
わ
れ
る
法
界
宮
に
入
ろ
う
と
思
う
な
ら
、
極
楽
の
東
門
か

ら
入
り
な
さ
い
。
真
理
そ
の
も
の
で
あ
る
法
身
を
悟
り
た
い
と
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思
う
な
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
え
な
さ
い
。
道
縛
は
「
浬

の
講
説
を
や
め
て

一
途
に
念
仏
を
称
え
る
よ
う
に
な
り
、

せ
ん
ぷ
〈

善
導
は
雑
行
を
き
ら
っ
て
専
修
念
仏
を
勧
め
た
。
臆
萄
の
林
に

ゆ

い

ま

こ

じ

入
る
と
、
他
の
香
り
を
か
ぐ
こ
と
は
な
い
。
維
摩
居
士
の
部
屋

繋
経
』

に
入
る
と
、
功
徳
の
香
り
の
み
を
か
ぐ
。
こ
の
大
原
の
山
に
入

る
人
は
、
た
だ
念
仏
の
香
り
の
み
を
か
ぎ
、
念
仏
の
声
の
み
を

聞
く
こ
と
に
し
た
い
も
の
だ
〈
要
を
取
っ
て
記
す
〉
、
文
治
二
年

あ

ま

ご

ぜ

(
二

八
六
)
十
二
月
二
十
九
日
、
護
摩
堂
の
尼
御
前
へ
」
と
、
云
々
。

法
印
が
専
修
の
人
と
な
り
、
念
仏
を
自
分
の
行
と
さ
れ
た
こ
と

は
、
こ
の
手
紙
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
十
二
人
の
憎
た
ち
を
決
め
て
お
い
て
、
文
治
三
年

(
一一

八
七
)
正
月
十
五
日
か
ら
、
勝
林
院
で
不
断
念
仏
を
始
め

行
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
法
印
は
十
二
人
中
の
第

一
の
僧
で
、
午
後

八
時
の
時
間
帯
を
お
勤
め
に
な
っ
た
。
仏
事
の
は
じ
ま
る
開
白

の
夜
は
十
二
人
全
員
が
参
加
し
、
行
道
し
な
が
ら
声
を
そ
ろ
え

て
念
仏
を
称
え
て
い
る
と
、
毘
沙
門
天
が
行
道
の
列
中
に
立
た

れ
て
い
る
様
子
を
、
法
印
は
目
の
前
に
拝
見
さ
れ
て
、
か
つ
て

良
忍
上
人
の
融
通
念
仏
に
は
鞍
馬
寺
の
毘
沙
門
天
が
仲
間
に
入

ら
れ
て
、
そ
の
う
え
天
界
の
神
々
や
仏
法
守
護
の
善
神
を
勧
誘

し
て
仲
間
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
も
思
い
あ
わ
さ
れ
、
ま
す
ま
す

信
心
が
増
し
尊
く
思
わ
れ
た
の
で
、
念
仏
を
守
護
す
る
た
め
毘

沙
門
天
を
こ
の
お
堂
に
安
置
さ
れ
た
そ
う
だ
。

四
段顕

真
法
印
は

一
つ
の
大
き
な
誓
い
を
立
て
て
言
わ
れ
る
に

は
、
「
こ
の
勝
林
院
に
五
つ
の
房
舎
を
建
立
し
て
、

ひ
た
す
ら
称

名
念
仏
を
相
続
し
て
そ
れ
以
外
の
行
は
交
え
勤
め
な
い
つ
も
り

だ
」
と
。
そ
の
誓
い
は
現
実
の
も
の
と
な
り
、

つ
い
に
文
治

年

(
一

十
月
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
池
上
の
阿
闇
梨

お
と
ご
ほ
う
し
ん

皇
慶
に
ゆ
か
り
の
あ
る
旧
跡
で
、
童
子
姿
の
乙
護
法
神
が
守
護

し
ゅ
り
ょ
う
ご
ん
い
ん

す
る
と
い
う
霊
地
に
五
つ
の
房
舎
を
建
て
、
横
川
首
梼
厳
院
に

一
八
七
)

あ
る
安
楽
谷
を
ま
ね
て
新
安
楽
と
呼
び
、
五
つ
の
房
舎
を
性
智

房

・
鏡
智
房
・
妙
智
房
・
仏
智
房

・
勝
智
房
と
名
づ
け
ら
れ
た
。

そ
の
念
仏
の
お
勤
め
は
今
で
も
す
た
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

こ
の
時
に
あ
た
り
、
大
仏
の
上
人
こ
と
俊
乗
房
重
源
は
、
ま

た

一
つ
の
願
望
を
起
こ
し
、
「
わ
が
国
の
出
家
者
や
在
家
者
た
ち
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が
、
死
ん
で
か
ら
閤
魔
王
の
宮
殿
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
き
、
名
前

を
問
わ
れ
た
時
、
仏
の
名
号
を
称
え
さ
せ
る
た
め
に
、
名
前
の

下
に
阿
弥
陀
仏
の
名
を
つ
け
る
の
が
よ
い
」
と
言
っ
て
、

み
ず

か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と
名
乗
ら
れ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
が
わ
が
国

に
お
い
て
人
に
阿
弥
陀
仏
の
名
を
つ
け
る
こ
と
の
始
ま
り
で
あ

る五
段そ

の
後
、

三
千
と
も
言
わ
れ
る
比
叡
山
の
憎
た
ち
が
推
挙
し

た
の
で
、
文
治
六
年
(
二

九

O
)
三
月
七
日
、
天
台
座
主
に

任
じ
ら
れ
た
が
、
強
く
辞
退
申
さ
れ
た
の
で
、
勅
使
が
大
原
へ

赴
い
て
、
命
を
下
し
て
座
主
職
を
授
け
ら
れ
た
。
と
う
と
う
朝

廷
に
召
し
出
さ
れ
て
、
同
年
五
月
二
十
四
日
に
最
勝
講
の
論
義

を
判
定
す
る
証
義
の
役
を
勤
め
、
同
月
二
十
八
日
に
権
僧
正
を

謹
ん
で
受
け
ら
れ
た
。
座
主
に
就
任
し
た
三
箇
年
の
問
、
内
論

つ
が
い
ろ
ん
ぎ

義
を
二
度
、
寂
光
大
師
円
澄
の
御
廟
の
番
論
義
、
伝
教
大
師
最

澄
の
御
廟
で
あ
る
浄
土
院
の
番
論
義
な
ど
を
執
り
行
わ
れ
、

た
す
ら
比
叡
山
の
仏
法
の
絶
え
て
い
る
の
を
継
承
し
、
す
た
れ

て
い
る
の
を
復
興
し
た
け
れ
ど
も
、
か
た
わ
ら
で
は
、
依
然
と
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し
て
称
名
の
実
践
を
怠
る
こ
と
な
く
、
法
華
三
昧
堂
の
初
夜
の

お
勤
め
に
は
高
声
念
仏
千
遍
を
加
え
行
わ
れ
た
。
そ
の
念
仏
は

今
も
す
た
れ
て
い
な
い
。

日
ご
ろ
の
腫
れ
物
の
病
気
が
に
わ
か
に
悪
化
し
て
、
浄
土
院

の
番
論
義
の
夜
、
建
久
三
年

(
一一

九
二
)
十

一
月
十
四
日
の

え
ん
ゅ
う
ぼ
う

午
前
四
時
ご
ろ
、
東
塔
の
円
融
房
で
、
心
を
乱
す
こ
と
な
く
念

仏
を
続
け
て
、
往
生
の
願
い
を
遂
げ
ら
れ
た
。
遺
言
が
あ
っ
た

の
で
、
す
ぐ
に
大
原
で
葬
送
を
営
み
申
し
上
げ
た
。
近
ご
ろ
ま

れ
な
高
僧
で
、
山
門
で
は
そ
の
才
知
は
人
並
み
は
ず
れ
、
す
ぐ

れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
然
上
人
の
導
き
に
よ
っ
て
迷

い
の
世
界
か
ら
離
れ
る
大
事
な
道
を
思
い
定
め
ら
れ
た
。
志
の

あ
る
人
で

一
体
誰
が
顕
真
の
足
跡
を
願
わ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

顕
真
僧
正
は
常
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
「
ひ
た
す
ら
念
仏
す
る
身
と

な
っ
て
、
顕
密
の
修
行
を
傍
ら
に
置
い
た
最
初
の
頃
は
、
本
当

に
心
細
い
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
申
さ
れ
た
そ
う
だ
。

v-
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第
二
十
五
巻

手量上
人
が
京
都
の
人
々
に
浄
土
教
の
教
え
を
勧
め
導
か
れ
、
そ

の
感
化
が
遠
く
地
方
に
ま
で
弘
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
、
鎌
倉
の

ぜ
ん
に

二
位
の
禅
尼
北
条
政
子
〈
法
名
金
剛
戒
〉
も
、
浄
土
の
教
え
を

深
く
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
蓮
上
房
尊
覚
を
使
者
に
た
て

て
、
念
仏
往
生
に
つ
い
て
く
わ
し
く
お
尋
ね
に
な
さ
れ
た
と
こ

ろ
、
そ
の
御
返
事
は
次
の
よ
う
だ
つ
た
。

「
お
手
紙
の
内
容
を
く
わ
し
く
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で

念
仏
の
功
徳
の
広
大
な
こ
と
は
、
仏
も
説
き
つ
く
す
こ
と
は
難

し
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
智
慧
第

一
の
舎
利
弗

ゃ
、
博
学
の
阿
難
で
さ
え
念
仏
の
功
徳
は
理
解
し
が
た
い
と
お
っ

し
や
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
念
仏
は
広
大
な
功
徳
で
ご

ざ
い
ま
す
か
ら
、
ま
し
て
私
(
源
空
)

な
ど
が
す
べ
て
を
申
し

上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

阿
弥
陀
仏
が
昔
誓
っ
た
本
願
は
、
広
く

一
切
衆
生
の
た
め
で

あ
る
か
ら
、
知
識
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
才
能
の
あ
る
人
も

な
い
人
も
、
善
人
も
悪
人
も
、
戒
律
を
保
っ
て
い
る
人
も
保
つ

て
い
な
い
人
も
、
貴
い
と
か
賎
し
い
と
か
、
男
女
の
区
別
も
な

く
、
ま
た
仏
が
こ
の
世
に
い
ら

っ
し
ゃ
っ
た
当
時
の
人
た
ち
、

ま
た
仏
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
人
た
ち
、

さ
ら
に
末
法
の
時
代

が

一
万
年
も
続
き
、

三
宝

(仏

・
法
・
僧
)
も
す
べ
て
消
滅
し

て
し
ま
っ
た
時
代
の
人
た
ち
で
も
、
た
だ
念
仏
だ
け
が
現
当
(
こ

の
世
と
あ
の
世
)

の
祈
り
の
行
と
な
る
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
私
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
、
浄
土

へ
の
往
生
の
教
え
を
尋
ね
る
人
に
は
、
知
識
が
あ
る
と
か
、
無

智
で
あ
る
と
か
区
別
せ
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
専
修
念
仏
を
勧
め

て
い
ま
す
。
ま
し
て
そ
の
よ
う
に
、
専
修
念
仏
を
や
め
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
人
は
、
仏
法
を
見
る
能
力
を
な
く
し
、
悟
り
を

い
っ
せ
ん
だ
い

得
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た

一
闘
提
と
い
わ
れ
る
無
信
仰
の

人
な
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
人
が
、
ど
の
よ
う
に
言
葉
巧
み
に

申
し
ま
し
で
も
、
決
し
て
ご
信
仰
を
変
え
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
む
り
や
り
、
信
仰
し
よ
う
と
し
な
い
人
に

お
勧
め
す
る
こ
と
も
よ
く
な
い
こ
と
で
す
。
釈
尊
で
も
、
そ
れ

は
お
出
来
に
な
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
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一
、
異
端
の
説
を
持
っ
た
人
た
ち
が
、
念
仏
以
外
の
勤
め
を

し
て
善
い
結
果
を
受
け
る
よ
う
に
修
行
す
る
際
に
は
、
力
を
そ

え
て
成
功
さ
せ
る
よ
う
に
お
考
え
下
さ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分

は
ひ
た
す
ら
念
仏
し
て
必
ず
往
生
で
き
る
身
だ
か
ら
で
あ
る
。

他
人
が
遠
い
道
を
歩
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
専
修
念
仏
の
近
い

道
に
血
縁
さ
せ
よ
う
と
お
考
え
に
な
れ
ば
、
専
修
の
行
に
差
し

支
え
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

一
、
現
世
の
利
益
を
願
う
に
あ
た
っ
て
、
念
仏
以
外
に
仏
や

神
に
お
願
い
し
た
り
、
経
典
を
読
み
書
き
し
、
仏
像
を
作
ろ
う

と
す
る
人
が
い
た
と
し
て
も
、
専
修
念
仏
を
妨
げ
る
行
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

て

念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
意
昧
が
あ
り

ま
す
が
、

た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
名
号
を
称
え
る
だ
け

の
中
に

一
切
の
行
の
意
味
が
お
さ
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
心

に
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
頼
み
に
し
、

口
に
は
名
号
を
称
え

手
に
は
念
珠
を
取
る
だ
け
で
よ
い
の
で
す
。
常
に
念
仏
を
心
に

か
け
る
こ
と
が
、
こ
の
う
え
な
い
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
の
わ

ざ
な
の
で
す
。
念
仏
の
修
行
を
す
る
こ
と
は
、
も
と
も
と
日
常

の
い
つ
い
か
な
る
時
で
も
場
所
で
も
、
身
体
や
口
の
不
浄
を
も
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問
わ
な
い
行
で
あ
る
の
で
、
念
仏
の
行
を
易
行
往
生
と
申
す
の

で
す
。
た
だ
し
、
心
を
清
く
し
て
称
え
る
こ
と
が
、
第

一
の
行

と
申
す
の
で
す
。
他
人
に
も
こ
の
よ
う
に
お
勧
め
く
だ
さ
い
。

是
非
と
も
こ
の
お
心
を
強
く
お
持
ち
な
さ
い
ま
せ
。

一
、
念
仏
の
勤
め
を
信
じ
な
い
人
に
会
っ
た
と
き
に
は
、
念

仏
の
こ
と
は
お
話
し
な
さ
い
ま
す
な
。
ま
し
て
や
宗
派
の
議
論

な
ど
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
異
端
の
説
を
持
っ
た
人
や
教
学
の

異
な
る
人
を
見
て
む
や
み
に
軽
蔑
し
た
り
非
難
す
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
を
い
っ
そ
う

重
い
罪
人
に
す
る
こ
と
は
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
で
す
。
極
楽
に

往
生
し
た
い
と
願
い
、
念
仏
を
称
え
て
い
る
人
が
い
た
な
ら
ば
、

無
数
の
国
々
の
彼
方
の
人
た
ち
ま
で
も
母
の
慈
悲
に
劣
ら
な
い

く
ら
い
に
お
思
い
な
さ
い
。
こ
の
世
で
、
財
産
が
乏
し
い
人
に

は
、
力
を
そ
え
て
さ
し
あ
げ
な
さ
い
。
少
し
で
も
念
仏
に
心
を

か
け
る
人
が
い
れ
ば
、

い
っ
そ
う
念
仏
を
お
勧
め
し
て
下
さ
い
。

こ
う
し
た
こ
と
も
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
対
し
て
の
ご
奉
公

で
あ
る
と
お
思
い
下
さ
い
。
中
国
や
日
本
の
経
典
を
取
り
集
め
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て
、
近
頃
ひ
も
と
き
考
え
て
み
ま
す
と
、
念
仏
を
信
じ
な
い
人

は
、
前
世
で
重
い
罪
を
作
り
、
地
獄
に
長
い
間
留
ま
っ
て
い
た
り
、

ま
た
地
獄
に
帰
っ
て
い
く
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
人
で
す
。
ま
っ

た
く
専
修
念
仏
を
現
当
の
祈
り
と
申
す
べ
き
で
す
。
こ
の
場
で

申
し
上
げ
て
い
る
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
は
、
み
な
経
論
に
あ

る
言
葉
で
す
。
身
内
の
人
に
は
、
九
品
往
生
の
た
め
の
わ
ざ
を
、

そ
の
人
相
応
に
勤
め
ら
れ
る
よ
う
お
勧
め
下
さ
い
ま
せ
。
あ
な

か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
」
〈
以
上
、
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
た
〉。

段
こ
う
ず
け
の
く
に

お

お

ニ

上
野
国
の
御
家
人
で
あ
る
大
胡
小
四
郎
隆
義
が

都
に
い
た

時
、
法
然
上
人
の
お
ら
れ
た
吉
水
の
庵
室
を
訪
ね
、
上
人
の
お

教
え
を
受
け
、
深
く
念
仏
を
信
奉
し
て
い
た
。
上
野
国
に
帰
つ

て
か
ら
、
ま
だ
お
教
え
で
舶
に
落
ち
な
い
こ
と
が
あ
る
と
、
上

人
の
お
そ
ば
に
仕
え
て
い
た
弟
子
の
渋
谷
七
郎
入
道
道
遍
の
も

と
へ
尋
ね
た
。
そ
の
時
、
道
遍
は
上
人
に
申
し
次
ぎ
、

三
心
お

よ
び
そ
の
他
の
事
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
申
し
伝
え
た
。
隆
義

の
子
の
大
胡
太
郎
実
秀
は
、
こ
の
上
人
か
ら
の
お
手
紙
を
受
け

つ
ぎ
、
父
の
や
っ
た
よ
う
に
念
仏
の
勤
め
に
怠
り
な
く
い
そ
し

ん
で
い
た
が
、

念
仏
に
つ
い
て
の
疑
い
な
い
信
仰
を
得
る
に
は
、

蹄
に
落
ち
な
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
小
屋
原
の
蓮
性

を
使
者
と
し
て
、
上
人
に
お
尋
ね
申
し
た
と
こ
ろ
、
弟
子
の
真

観
房
(
感
西
)
を
書
き
役
と
し
て
、

し
た
た
め
ら
れ
た
お
手
紙

に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

【お
手
紙
の
内
容
を
詳
し
く
拝
見
し
ま
し
た
。
は
る
ば
る
遠
い
と

こ
ろ
を
、
念
仏
の
こ
と
を
お
知
り
に
な
り
た
い
た
め
に
、
わ
ざ

わ
ざ
使
者
を
お
遣
わ
し
に
な
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
お
念
仏
の
お

志
に
つ
く
づ
く
感
心
い
た
し
ま
し
た
。

さ
て
、
お
尋
ね
に
な
ら
れ
た
お
念
仏
は
、
極
楽
に
往
生
す
る

た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
勤
め
を
な
さ
れ
よ
う
と
も
、
念
仏
ほ

ど
勝
れ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
、
念
仏
が
阿
弥

陀
仏
の
本
願
に
誓
わ
れ
た
行
だ
か
ら
で
す
。

本
願
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
仏
が
ま
だ
仏
に
な
ら
れ
な
く
て
、

法
蔵
菩
薩
と
申
し
て
い
た
昔
、
仏
の
国
を
清
め
、
衆
生
を
救
お

う
と
し
て
、
世
自
在
王
知
来
と
呼
ば
れ
た
仏
の
御
前
で
四
十
八

願
を
お
た
て
に
な
り
、
そ
の
中
に

一
切
衆
生
が
浄
土
に
往
生
す
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る
た
め
に

一
つ
の
願
を
お
立
て
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
念
仏
往

生
の
本
願
と
申
す
の
で
す
。

す
な
わ
ち

『無
量
寿
経
』
の
上
巻
に
は
、
〈
た
と
え
私
が
仏
に

な
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
十
方
の
衆
生
が
心
か
ら
信
じ

て
疑
わ
ず
、
私
の
国
に
生
れ
た
と
望
み
、
十
念
を
称
え
る
者
ま
で

も
し
生
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば

そ
の
間
誓
っ
て
正
し

い
倍
り
を
得
て
仏
に
は
な
ら
な
い
て
以
上
。

善
導
大
師
が
こ
の
本
願
を
解
釈
し
て
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
は
、

〈
も
し
私
が
仏
と
な
っ
た
ら
、
十
方
の
衆
生
は
、
私
の
名
号
を
称

ぇ
、
十
声
の
念
仏
に
至
る
ま
で
、
も
し
往
生
で
き
な
い
よ
う
な

こ
と
が
あ
れ
ば

そ
の
間
誓
っ
て
正
し
い
悟
り
を
得
て
仏
に
な

ら
な
い
、
と
い
わ
れ
た
そ
の
仏
は
、
今
現
に
こ
の
世
に
ま
し
ま

し
て
仏
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
。
よ
く
よ
く
知
っ
て
ほ
し
い
。
仏

が
か
つ
て
誓
わ
れ
た
本
願
は
決
し
て
そ
ら
ご
と
で
は
な
い
こ
と

を
。
衆
生
が
仏
の
み
名
を
称
え
れ
ば
、
必
ず
浄
土
に
往
生
す
る

こ
と
が
で
き
る
〉
、
以
上
。

念
仏
と
い
う
の
は
、
法
身
を
し
っ
か
り
と
思
い
浮
か
べ
る
の

で
も
な
け
れ
ば
、
仏
の
顔
か
た
ち
を
心
に
浮
か
べ
念
ず
る
の
で

も
な
い
。
た
だ

一
心
に
、

ひ
た
す
ら
阿
弥
陀
仏
の
み
名
を
称
え
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る
の
を
、
念
仏
と
申
す
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
「
称
我
名
号
」
〈
我
〔
阿

弥
陀
仏
〕

の
名
を
称
え
る
〉
と
い
う
の
で
す
。
念
仏
以
外
の
す

べ
て
の
行
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
っ
た
本
願
で
は
な
い
の
で
、

た

と
え
ど
の
よ
う
に
勝
れ
た
よ
い
行
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
念
仏

に
及
ぶ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
お
よ
そ
、
浄
土
に
往
生
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
そ
の
仏
の
誓
い
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
生
れ
た
い
と
思
つ

て
い
る
人
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
従
う
べ
き
で
す
。
阿
弥
陀

仏
の
誓
わ
れ
た
本
願
の
念
仏
と
、
本
願
に
よ
ら
な
い
他
の
行
と
、

そ
の
優
劣
を
け
っ
し
て
比
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
従
っ
て

極
楽
に
往
生
す
る
に
は
、
念
仏
の
行
以
外
に
勝
れ
た
行
は
な
い

と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
極
楽
に
往
生
す
る
以
外
の
方
法
と
し

て
は
、
他
の
行
を
用
い
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
衆
生

が
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
る
迷
い
の
世
界
を
離
れ
る
方
法
と

し
て
、
仏
の
教
え
に
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
ま
す
が
、
当
世
の
人
が
、

迷
い
の
世
界
を
出
て
生
死
の
苦
し
み
を
離
れ
、

三
界
(
欲
界

色
界

・
無
色
界
)

の
迷
い
か
ら
抜
け
出
す
方
法
は

た
だ
極
楽
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浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
だ
け
な
の
で
す
。
こ
の
趣
旨
が
経
典
の

大
い
な
る
道
理
な
の
で
す
。

次
に
、
極
楽
に
往
生
す
る
に
は
、

そ
の
行
は
さ
ま
ざ
ま
に
数

多
く
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
が
往
生
す
る
の
に
最
も
適
し
た
方

法
は
、
念
仏
で
な
け
れ
ば
叶
い
が
た
い
こ
と
で
す
。
そ
の
理
由
は
、

念
仏
は
仏
の
本
願
で
す
か
ら
、
そ
の
本
願
の
力
に
す
が
っ
て
往

生
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

つ
ま

る
と
こ
ろ
、
極
楽
に
往
生
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
生
死
の
迷
い

の
世
界
を
の
が
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
念
仏
に
よ
ら
な
け

れ
ば
、
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
深
く
こ

の
趣
旨
を
信
じ
ら
れ
、

ひ
と
す
じ
に
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
願

ぃ
、
ひ
と
す
じ
に
念
仏
を
称
え
、
今
度
こ
そ
き
っ
と
生
死
の
苦

し
み
の
世
界
を
離
れ
よ
う
と
お
考
え
に
な
る
べ
き
で
す
。
ま
た

『無
量
寿
経
」
に
説
か
れ
て
い
る
本
願
の
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
願

の
終
わ
り
に
は
「
も
し
生
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
そ

の
問
誓
っ
て
正
し
い
悟
り
を
得
て
仏
に
は
な
ら
な
い
」
と
誓
つ

て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
阿
弥
陀
仏
は
仏
に
な
ら
れ
て
か
ら
、
今
に
い
た
る

ま
で
す
で
に
十
劫
と
い
う
長
い
年
月
を
経
過
し
て
い
ま
す
。
仏

の
誓
願
が
む
な
し
い
こ
と
で
な
い
こ
と
を
、
よ
く
よ
く
知
っ
て

下
さ
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
仏
の
み
名
を
称
え
る
人
は
、

一
人
と

し
で
も
れ
る
こ
と
な
く
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
誰
が
仏
に
な
ら
れ

た
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
三
宝
(
仏
・
法
・

僧
)
が
滅
び
尽
く
す
時
に
な
っ
て
も
、

一
た
び
念
仏
を
称
え
れ

ば
、
や
は
り
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
五
逆
罪
と
い

う
極
め
て
重
い
罪
を
犯
し
た
人
で
す
ら
、
十
た
び
念
仏
を
称
え

れ
ば
往
生
で
き
ま
す
。
ま
し
て
や
、
三
宝
が
あ
る
こ
の
世
に
生
れ
、

し
か
も
五
逆
罪
を
犯
し
て
い
な
い
私
た
ち
が
、
阿
弥
陀
仏
の
み

名
を
称
え
れ
ば
往
生
で
き
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。

今
、
私
た
ち
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
会
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ

と
に
並
大
抵
の
ご
縁
で
は
な
い
の
で
す
。
十
分
に
そ
の
喜
び
を

お
思
い
な
さ
い
。
た
と
え
ま
た
、
本
願
に
出
会
っ
た
と
し
て
も
、

も
し
信
じ
な
け
れ
ば
出
会
わ
な
か
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
す
。
今

こ
そ
、
深
く
こ
の
本
願
を
お
信
じ
下
さ
い
ま
せ
。
往
生
を
疑
う

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
必
ず
必
ず
疑
う
こ
と
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な
く
、
十
分
に
お
念
仏
を
な
さ

っ
て
、
今
ど
こ
そ
生
死
の
迷
い

の
世
界
を
離
れ
、
極
楽
浄
土
に
往
生
し
て
下
さ
い
ま
せ
。

ま
た

『観
無
量
寿
経
』
に
は

〈ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
光
明
は
、
広

く
十
方
の
世
界
を
照
ら
し
、
念
仏
す
る
衆
生
を
こ
と
ご
と
く
光

り
の
な
か
に
救
い
と

っ
て
見
捨
て
な
さ
る
こ
と
は
な
い
て
以
上
。

と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
文
意
は
阿
弥
陀
仏
か
ら
輝
く
光
明
は
、
た
だ
念
仏
し
て

い
る
衆
生
だ
け
照
ら
し
て
、
念
仏
以
外
に
す
べ
て
の
行
を
し
て

い
る
人
を
照
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
但
し
、
念
仏
以
外

の
他
の
行
を
し
て
い
て
も
、
極
楽
に
往
生
し
た
い
と
願
え
ば

仏
の
光
は
照
ら
し
、
救
い
取
っ
て
下
さ
る
の
で
す
。
で
は
、
ど

う
し
て
た
だ
念
仏
す
る
人
だ
け
を
選
ん
で
照
ら
さ
れ
る
の
で

し
ょ
、
っ
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、

善
導
和
尚
が

『往
生
礼
讃
』
で
お
っ
し
ゃ

る
こ
と
に
は
、

〈阿
弥
陀
仏
の
姿
は
金
山
の
よ
う
で
、
そ
の
お
顔

か
ら
あ
ま
ね
く
照
ら
す
光
は
十
方
を
照
ら
す
。
た
だ
お
念
仏
を

す
る
人
の
み
が
、
そ
の
み
光
の
お
救
い
に
預
か
る
の
で
あ
る
か

ら
、
よ
く
よ
く
知
る
が
よ
い
、
仏
の
誓
い
は
最
も
強
い
の
で
あ

る
〉、
以
上
。
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念
仏
は
阿
弥
陀
仏
の
誓
っ

た
本
願
の
行
で
あ
る
の
で
、
悟
り

を
お
聞
き
に
な

っ
た
そ
の
仏
の
光
が
、
本
地
阿
弥
陀
仏
の
誓
願

に
よ

っ
て

お
念
仏
を
す
る
人
々
を
お
救
い
下
さ
る
の
で
す
。

念
仏
以
外
の
行
は
本
願
の
行
で
は
な
い
の
で
、
阿
弥
陀
仏
の
光

明
は
嫌
っ
て
照
ら
さ
な
い
の
で
す
。
し
た
が

っ
て
、
今
、
極
楽

浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
う
人
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
念
仏

を
行
じ
て
、
救
い
取
っ
て
下
さ
る
光
に
照
ら
さ
れ
た
い
と
お
思

い
な
さ
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

念
仏
は
大
切
な
も
の
で
す
。
十

分
に
念
仏
を
お
称
え
な
さ
い
。

じ
よ
う
ぜ
ん

ま
た
釈
迦
知
来
は
こ
の
経
(
『観
無
量
寿
経
」
)
の
中
で
、
定
善
(心

さ
ん
ぜ
ん

を
こ
ら
し
雑
念
を
は
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
善
)
や
、
散
善

(散

り
乱
れ
た
心
の
ま
ま
で
行
う
善
)
と
い

っ
た
、
数
多
く
の
行
を

お
ぼ
し

め

説
き
終
え
た
の
ち
に
、
確
か
に
、
阿
難
に
思
召
し
を
ゆ
だ
ね
託

し
た
も
う
時
に
は
、
上
述
し
た
散
善
の
三
福
業
や
定
善
の
士

観
で
は
な
く
、
た
だ
念
仏
の

一
行
だ
け
を
お
託
し
に
な
ら
れ
た

の
で
し
た
。

『観
無
量
寿
経
』
に
は

〈釈
尊
が
、
阿
難
に
お
告
げ
に
な

っ
た
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こ
と
に
は
、

そ
な
た
は
こ
の
言
葉
を
く
れ
ぐ
れ
も
身
に
保
て
。

そ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
み
名
を
伝
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〉

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。〈
以
上
〉
。

か
ん
M
g
ょ
う
し
よ

善
導
和
尚
が
「
観
経
疏
」
散
善
義
に
こ
の
文
を
解
釈
し
て
お
っ

し
ゃ
る
に
は
、
〈
釈
尊
は
、
阿
難
に
向
か
い
、
そ
な
た
は
こ
の
言

葉
を
身
に
保
ち
後
の
世
に
伝
え
よ
(
『観
無
量
寿
経
」)、

か
ら
以

下
の
文
は
、
明
ら
か
に
阿
弥
陀
仏
の
み
名
を
授
け
、

は
る
か
後

の
世
ま
で
、
広
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
と
望
ま
れ
た
こ
と
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
定
善
と
、

散
善
と
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
も
し
阿

弥
陀
仏
の
本
願
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
釈
尊
の
本
意
は
衆
生
に

ひ
た
す
ら
仏
の
み
名
を
称
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
〉、
以
上
。

定
善
や
散
善
の
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
は
阿
弥
陀
仏
の
本

願
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
釈
迦
加
来
が
往
生
の
行
を
お

授
け
に
な
る
に
あ
た
っ
て
、
念
仏
以
外
の
行
で
あ
る
定
善
・
散

善
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
念
仏
を
授
け
た
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の

本
願
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
行
の
中
か
ら
選
ん
で
お
授
け

に
な
っ
た
の
で
す
。
今
、
釈
尊
の
教
え
に
従
い
、
往
生
し
た
い

と
思
う
人
は
授
け
ら
れ
た
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
つ

と
釈
尊
の
み
心
に
か
な
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
ま
た
十
分
に
心
を
込
め
て
お
念
仏
を
申
し
て
、
釈
尊
が

授
け
た
み
心
に
か
な
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
六
方
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
無
数
の
仏
た
ち
が
十
分
に
心
を

込
め
て
口
を
そ
ろ
え
て
、

三
千
世
界
を
覆
っ
て
、

ひ
た
す
ら
阿

弥
陀
仏
の
み
名
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
す
る
こ
と
は
、

ま
こ
と
で
あ
る
と
証
明
な
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
事
も
ま
た
、
念

仏
は
阿
弥
陀
仏
が
誓
わ
れ
た
本
願
で
す
か
ら
、
六
方
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
無
数
の
仏
た
ち
が
証
明
な
さ
れ
た
の
で
す
。
だ
が
、
念

仏
以
外
の
行
は
本
願
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
六
方
の
無
数
の

仏
た
ち
は
証
明
を
与
え
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

十
分
に
心
を
込
め
て
お
念
仏
を
お
称
え
な
さ
い
。
お
念
仏
は
阿

弥
陀
仏
が
誓
わ
れ
た
本
願
で
あ
り
、
釈
尊
が
授
け
ら
れ
た
教
え

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
六
方
の
無
数
の
仏
た
ち
の
お
護
り
を
お
受

け
な
さ
れ
な
さ
い
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
り
、
釈
尊
か
ら
授

け
ら
れ
た
こ
と
、
六
方
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
無
数
の
仏
た
ち
の
お

護
り
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
空
虚
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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こ
の
こ
と
か
ら
念
仏
は
念
仏
以
外
の
諸
行
に
比
べ
て
勝
れ
て
い

る
の
で
す
。

ま
た
、
善
導
和
尚
は
阿
弥
陀
仏
が
仮
に
人
の
す
が
た
を
と
っ

て
、
こ
の
世
に
現
わ
れ
た
方
で
す
。
浄
土
の
祖
師
は
多
く
お
ら

れ
ま
す
が
、
私
の
教
え
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
、
た
だ
一
人
善
導
和

尚
で
す
。
浄
土
に
往
生
す
る
方
法
は
多
く
あ
り
ま
す
が
、
善
導

和
尚
は
そ
れ
を
大
き
く
二
つ
に
お
分
け
に
な
り
ま
し
た
。

は

専
修
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
お
念
仏
を
す
る
こ
と
で
す
。
二
は、

雑
修
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
で
す
。

前
述
し
た
定
善
・
散
善
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

「
往
生
礼
讃
』
で
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
〈
も
し
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、

絶
え
間
な
く
心
を
込
め
て
念
仏
を
称
え
続
け
、
生
涯
を
通
し
て

勤
め
る
も
の
は
、
十
人
は
十
人
な
が
ら
、
百
人
は
百
人
な
が
ら

浄
土
に
往
生
で
き
る
〉
、
以
上
。

こ
の
こ
と
は
専
修
と
雑
修
に
つ
い
て
の
優
劣
を
言
っ
た
も
の

で
す
。
専
修
の
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ

と
で
、
専
修
つ
ま
り
、
〈
念
仏
を
修
し
た
人
は
十
人
が
十
人
そ
の

ま
ま
往
生
す
る
し
、
百
人
が
百
人
す
べ
て
往
生
す
る
〉
と
い
う

乙
と
で
す
。
劣
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
〈
往
生
す
る
と
い
う
利
益
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を
失
う
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
修
行
を
す
る

人
は
、
百
人
の
う
ち
に
ま
れ
に

一
人
か
二
人
ぐ
ら
い
は
往
生
す

る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
ほ
か
の
人
は
往
生
し
ま
せ
ん
〉
。
ま
た
、

千
人
の
な
か
で
ま
れ
に
三
人
か
五
人
は
往
生
す
る
こ
と
が
で
き

て
も
、
そ
の
他
の
人
は
往
生
で
き
ま
せ
ん
。
専
修
の
者
だ
け
が

み
な
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
と
い
え

ば
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
い
に
叶
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
釈

迦
如
来
の
教
え
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
雑
修
の
者
が
、
往

生
す
る
こ
と
の
少
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
え
ば
、
阿
弥
陀

仏
の
本
願
に
相
違
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
釈
迦
如
来
の

教
え
に
従
わ
な
い
か
ら
で
す
。
念
仏
し
て
浄
土
に
往
生
し
た
い

と
願
っ
て
い
る
人
は
、
阿
弥
陀
仏
と
釈
尊
の
二
仏
の
み
心
に
深

く
か
な
っ
て
い
ま
す
。
雑
修
を
し
て
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
つ

そ
む

て
い
る
人
は
、
阿
弥
陀
仏
と
釈
尊
の
二
仏
の
み
心
に
背
い
て
い

る
の
で
す
。
善
導
和
尚
が
二
つ
の
行
に
分
け
、
そ
の
優
劣
を
判

断
な
さ
っ
た
の
は
、
こ
れ
ば
か
り
で
な
い
。「
観
経
疏
』
と
い
う

著
書
の
中
で
、
多
く
の
優
劣
を
あ
げ
て
述
べ
て
い
ま
す
が
、
今
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は
繁
雑
に
な
る
の
で
記
さ
な
い
こ
と
に
し
ま
す
。
以
上
述
べ
た

こ
と
で
、
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
念
仏
は
、
こ
れ
を
非
難
す
る
者
は
地
獄
に

堕
ち
、
五
劫
と
い
う
限
り
な
く
永
い
苦
し
み
を
受
け
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
阿
弥
陀
仏
を
信
ず
る
者
は
、
浄
土
に

生
れ
て
、
永
遠
に
楽
し
み
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
信
心
を
深
く
し
て
、

一
心
に
念
仏
な
さ
れ

ま
す
よ
う
に
。
く
わ
し
い
こ
と
は
、
お
手
紙
で
言
い
つ
く
す
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
お
使
い
の
者
が
申
し
上
げ
る
で

し
よ
う
。
正
月
二
十
八
日

源
空
〈
以
上
〉】

大
胡
太
郎
実
秀
は
、
こ
の
お
手
紙
を
慎
み
頂
戴
し
て
ひ
た
す

ら
念
仏
な
さ
っ
た
。
寛
元
四
年
(
一二
四
六
)
、
往
生
を
遂
げ
た

と
き
、
往
生
の
良
き
兆
候
と
し
て
、
世
に
も
珍
し
い
香
り
を
か

ぎ
、
妙
な
る
音
楽
を
聞
い
た
人
が
多
か
っ
た
。
実
秀
の
妻
も
ま
た

深
く
こ
の
お
手
紙
に
書
か
れ
た
教
え
を
受
け
て
信
仰
し
、
念
仏

の
行
を
怠
る
こ
と
な
く
、
世
を
去
る
と
き
は
珍
し
い
兆
候
が
現

わ
れ
、
平
生
の
望
み
ど
お
り
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

、っ
。

手宣武
蔵
国
那
珂
郡
に
住
ん
で
い
た
、
弥
次
郎
入
道

〈実
名
は
記

さ
な
い
〉
と
い
う
人
は
、
上
人
か
ら
教
え
を
受
け
導
か
れ
て
か
ら
、

ひ
た
す
ら
念
仏
を
勤
め
る
行
者
と
な
っ
た
。
弥
次
郎
入
道
は
上

人
か
ら
い
た
だ
い
た
お
手
紙
を
大
切
に
し
ま
い
、
迷
い
の
世
界

か
ら
離
れ
る
指
南
と
し
て
用
意
し
て
い
た
。
弥
次
郎
入
道
は
必

ず
し
も
念
仏
の
数
を
定
め
る
こ
と
な
く
、
思
い
出
し
た
か
と
思

-つ・と

い
つ
で
も
西
方
浄
土
の
方
を
向
き
、
高
声
に
念
仏
を
称

え
て
い
た
。

病
気
に
か
か
り
苦
し
ん
だ
八
月
二
十
九
日
〈
た
だ
し

の
年
か
は
記
さ
な
い
〉
の
こ
と
、
近
く
に
住
ん
で
い
た
蓮
台
房

と
い
う
憎
が
尋
ね
て
き
た
の
で
、
「
こ
の
た
び
の
病
気
は
、
日
ご

ろ
望
ん
で
い
た
こ
と
な
の
で
す
。
明
後
日
ま
た
お
出
で
下
さ
い
。

申
し
上
げ
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と
言
っ
た
。
そ
の
日
に
な
っ

て
、
蓮
台
房
が
ま
た
参
っ
た
と
こ
ろ
、
「
明
後
日
の
辰
の
時
(
朝

八
時
)
ご
ろ
、
極
楽
に
往
生
し
ま
す
」
と
一言
う
の
で
、
「
ど
う
し
て
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
お
わ
か
り
に
な
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね
た
。

L、
つ
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す
る
と
、
「
実
は
そ
の
こ
と
で
す
。
夢
の
中
に
、
墨
染
の
衣
を
着

た
憎
が
現
わ
れ
、
青
と
白
の
二
本
の
蓮
の
花
を
持
っ
て
来
た
の

で
す
が
、
白
蓮
華
を
私
に
下
さ
っ
て
、
?
」
の
白
蓮
華
は
あ
な
た

の
分
、
こ
の
青
蓮
華
は
新
田
の
太
郎
の
分
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
と
こ
ろ
、
ま
た
白
蓮
華
の
上
か
ら
声
が
し
て
、

「あ
な
た
は
九

月
三
日
の
辰
の
時
ご
ろ
往
生
す
る
で
あ
ろ
う
』
と
言
う
の
を
夢

に
見
て
、
そ
の
夢
が
覚
め
た
の
で
す
」
と
答
え
た
。

こ
の
時
の
様
子
が
、
あ
ま
り
に
も
尊
く
思
わ
れ
た
の
で
、
九

月
三
日
に
ま
た
訪
れ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
病
人
は
、
「
ま
さ
し
く

私
の
往
生
す
る
時
が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ょ
う
こ
そ
お

出
で
下
さ
い
ま
し
た
。
私
が
死
ん
だ
の
ち
、
四
十
九
日
の
あ
い

だ
は
こ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
、
お
念
仏
を
申
し
て
下
さ
い
。
あ
な

た
様
は
私
に
と
っ
て
、
普
知
識
(
臨
終
の
指
導
僧
)

で
す
。
そ

れ
ゆ
え
、
多
年
大
切
に
し
ま
っ
て
お
い
た
も
の
を
、
そ
な
た
に

差
し
あ
げ
ま
す
」
と
言
っ
て
、
法
然
上
人
か
ら
い
た
だ
い
た
お

手
紙
と
、
仮
名
で
書
か
れ
た
念
仏
の
心
が
ま
え
に
つ
い
て
の
書

き
物
を
与
え
た
。

『往
生
礼
讃
」

そ

光i?
告if ~ ~ 
救 (， ~ 

5:ミ
早
朝

読
む

を
行
じ
て
い
た
が
、

の
句
ま
で
き
た
と
き
、
礼

讃
を
や
め
、
念
仏
三
遍
を
称
え
、
正
座
し
て
合
掌
し
た
ま
ま
息
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を
引
き
と
っ
た
。

四
十
九
日
の
夜
、
蓮
台
房
は
次
の
よ
う
な
夢
を
見
た
。

あ
の
弥
次
郎
入
道
の
護
持
仏
を
安
置
し
た
か
と
思
わ
れ
る
堂

が
あ
り
、
そ
の
堂
の
前
に
は
池
な
ど
が
あ
っ
て
、
堂
内
に
は
仏

が
ま
し
ま
す
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
、
中
に
入
っ
て
礼
拝
す
る

と
、
金
色
に
輝
く
阿
弥
陀
如
来
が
仏
壇
の
上
に
お
立
ち
に
な
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
堂
の
下
か
ら
は
、
仏
を
称
え
る
声
が
聞
こ

え
て
い
る
。
雑
務
を
行
な
う
憎
が
現
わ
れ
、
「
今
聞
こ
え
て
い
る

声
は
、
裟
婆
世
界
か
ら
で
す
。
た
だ
今
、
こ
の
池
の
中
に
蓮
華

が
生
え
て
来
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
ご
覧
下
さ
い
」
と
い
う
声

と
と
も
に
、
白
蓮
華
が
現
わ
れ
て
出
て
来
た
。
念
仏
の
声
に
従
つ

て
蓮
華
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
咲
き
、
こ
の
花
の
上
に
亡
く
な
っ
た

弥
次
郎
入
道
が
墨
染
の
衣
を
着
て
坐
っ
て
い
た
。
そ
の
時
、
微

生
し
た
。

た
だ̂

 -ー「

司自

LiZz 
巨人霊風
進 ii，: 
も1.竺
つのぶ
と下げよL
し口ぼ1!fl口口ん ム旬、

て下げな
い生=λ
るに'Y
と往 ~

風
が
こ
の
花
を
そ
よ
が
す
と
、

入
道
は
蓮
華
か
ら
降
り
、

し
か
し
、

こ
ろ
で
す
」
と
告
げ
た
か
と
思
う
と
、
夢
が
さ
め
た
。
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第
二
十
六
巻

段

い
の
ま
た
と
う

武
蔵
国
の
御
家
人
で
、
武
蔵
七
党
の

一
で
あ
る
猪
俣
党
に
、

あ
ま
が
す

甘
糟
太
郎
忠
綱
と
い
う
武
士
が
お
り
ま
し
た
。
深
く
法
然
上
人

に
帰
依
し
て
、
念
仏
の
勤
め
を
怠
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
比
叡
山
の
堂
守
り
の
憎
た
ち
が
勢
力
を
独
占
し
た
あ
ま

ひ

え

や

し

ろ

り
に
、
学
憎
た
ち
を
軽
ん
じ
て
、
日
吉
神
社
の
八
王
子
の
社
を

城
郭
と
し
て
、
悪
い
行
い
を
し
よ
う
と
た
く
ら
ん
だ
の
で
、
朝

廷
は
武
士
を
差
し
向
け
、

お
攻
め
に
な
っ
た
。
こ
の
時
、
忠
綱

は
勅
命
に
従
っ
て
、
建
仁
三
年

(
一二

O
三
)
十

一
月
十
五
日
、

八
王
子
の
城
郭
に
赴
い
た
た
が

そ
の
時
、
法
然
上
人
の
も
と

に
参
り
、
申
し
上
げ
る
こ
と
に
は
、

「
私
ど
も
の
よ
う
な
罪
深
い
も
の
で
も
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
す

が
り
念
仏
を
す
れ
ば
、
必
ず
浄
土
に
往
生
で
き
る
わ
け
を
、
日

ご
ろ
か
ら
お
教
え
を
お
受
け
し
て

し
っ
か
り
と
そ
の
こ
と
は

心
得
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
病
の
床
に
臥
し
、
心
静
か
に
臨

終
す
る
と
き
の
こ
と
で
す
。
武
士
の
常
と
し
て
、
進
退
は
思
い

の
ま
ま
に
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
天
皇
の
ご
命
令
を
受
け
た
か
ら

に
は
、
比
叡
山
の
堂
守
り
た
ち
を
追
討
す
る
た
め
、
今
す
ぐ
に

も
八
王
子
の
城
に
向
か
お
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
乙
の
忠
綱
は
、

武
士
の
家
に
生
れ
、

い
く
さ
の
道
に
た
ず
さ
わ
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
第

一
義
に
は
、
先
祖
の
残
し
た
名
誉
を

つ
ぶ
す
こ
と
な
く
、
第
二
義
に
は
、
子
孫
の
栄
え
を
後
に
伝
え

る
た
め
、
敵
を
防
ぎ
、
捨
て
身
に
な
れ
ば
な
ど
と
悪
心
が
盛
ん

に
起
こ
っ
て
往
生
し
た
い
と
願
う
心
が
起
き
て
こ
な
い
の
で
す
。

も
し
、
こ
の
世
は
は
か
な
い
も
の
だ
と
い
う
わ
け
を
思
い
、
極

楽
往
生
の
勤
め
に
精
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
道
理
を
忘

れ
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、

か
え
っ
て
敵
の
た
め
に
生
け
ど
り
に

さ
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
い
つ
ま
で
も
卑
怯
者
だ
っ
た
と
い

う
汚
名
を
残
し
て
、

た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
先
祖
代
々
伝
わ
っ
て

き
た
家
柄
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
ち
ら
を

捨
て
、
ど
ち
ら
を
取
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
心
で
は

判
断
し
か
ね
ま
す
。
武
士
の
家
柄
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
往
生

し
た
い
と
い
う
平
素
の
願
い
を
つ
ら
ぬ
き
と
お
す
方
法
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ

一
言
、
お
教
え
願
い
ま
す
」
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と
申
し
た
の
で
、
上
人
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
は
、
「
阿
弥
陀
仏

の
ご
本
願
は
、
善
人
で
あ
ろ
う
と
、
悪
人
で
あ
ろ
う
と
、
称
え

る
念
仏
の
数
が
多
く
て
も
少
な
く
て
も
、
ま
た
そ
の
身
が
浄
ら

か
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
関
係
な
く
、

い
つ
ど
こ
で
で
も
、
ど

の
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
念
仏
を
称
え
さ
え
す
れ
ば
往
生

で
き
る
の
で
す
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
死
ぬ
か
と

い
う
こ
と
に
は
関
係
が
な
い
の
で
す
。
罪
人
は
罪
人
の
ま
ま
で
、

念
仏
を
唱
え
て
往
生
し
ま
す
。
こ
れ
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
不

思
議
と
い
う
も
の
で
す
。
武
士
の
家
に
生
れ
た
人
が
、
た
と
え

戦
場
に
出
て
戦
い
、
討
死
す
る
と
し
て
も
、
念
仏
を
称
え
た
な

ら
ば
、
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
、
お
迎
え
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と

を
決
し
て
疑
つ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
、
懇
切
丁
寧
に
お
教
え

な
さ
れ
た
の
で
、
疑
い
の
心
が
は
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
「?」

れ
で
私
(
忠
綱
)
の
往
生
は
今
日
を
も
っ
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
」

と
喜
び
申
し
上
げ
た
の
だ
っ
た
。
上
人
か
ら
い
た
だ
い
た
袈
裟

よ
ろ
い

を
鎧
の
下
に
か
け
、
そ
の
ま
ま
八
王
子
の
城
に
向
か

っ
た
。
捨

て
身
に
な

っ
て
戦
っ
た
が
、
太
万
を
打
ち
折
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
、
深
い
傷
を
受
け
た
。

忠
綱
は
、
今
や
こ
れ
ま
で
と
思
っ
た
の
で
、
太
万
を
捨
て
て

314 

高
声
に
念
仏
を
称
え
、
敵
に
身
を
ま
か
せ
て
討
た
れ

ず

い

そ

う

し

う

人

た
。
こ
の
と
き
、
往
生
の
瑞
相
と
い
わ
れ
て
い
る
紫
雲
が
戦
場

合
掌
し
、

を
お
お
い
、
何
と
も
い
え
な
い
よ
い
香
り
を
か
ぐ
人
が
多
か
っ

た
。
比
叡
山
に
紫
雲
が
た
な
守
ひ
い
て
い
る
と
、
上
人
に
申
し
上

げ
た
の
で
、
上
人
は
そ
れ
を
お
聞
き
に
な
り
、
「
あ
あ
、
甘
糟
(
太

郎
忠
綱
)
が
往
生
し
た
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

甘
糟
が
郷
里
に
残
し
て
き
た
妻
の
夢
の
中
で
、
「
か
ね
て
か
ら

の
望
み
ど
お
り
、
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
知

ら
せ
た
の
で
、
妻
は
夢
の
告
げ
に
目
を
覚
ま
し
、
真
相
を
知
る

た
め
、
郷
里
か
ら
飛
脚
を
つ
か
わ
し
た
。

一
方
、
京
か
ら
も
忠

綱
の
戦
死
の
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
、
下
っ
て
き
た
使
い
に

飛
脚
が
途
中
で
出
会
い
、
郷
里
で
の
夢
の
告
げ
と
、
戦
場
で
の

往
生
の
様
子
を
、
お
互
い
話
し
あ
っ
た
。
実
に
不
思
議
な
こ
と

で
あ
っ
た
こ
と
よ
。
戦
場
で
討
死
し
、
往
生
の
望
み
を
遂
げ
、

父
祖
の
名
ま
で
も
高
め
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
深
い
思
召
し
を

現
わ
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
結
局
上
人
か
ら
念
仏
を
勧
め
ら
れ
た

た
ま
も
の
で
あ
っ
た
。



研究ノート

二
段宇

都
宮
弥
三
郎
頼
綱
が
、
あ
る
と
き

一
族
の
武
士
や
家
来
た

貧富 ち
谷を
直連
実れ
入て
道

蓮t宗
主1な

に気
出で
主主 武
つ査書

セ聖子

らそ
とて

量ピ
生正
l実き

「
何
と
大
勢
の
家
来
を
召
し
つ
れ
て
お
い
で
に
な
る
こ
と
よ
。
但

し
家
来
が
た
く
さ
ん
い
た
と
し
て
も
、

い
つ
か
必
ず
お
と
ず
れ

る
死
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
阿
弥
陀
仏
の

本
願
に
よ
り
念
仏
す
る
者
は
、
悪
道
に
落
と
さ
れ
ず
に
、
浄
土

に
お
迎
え
下
さ
る
の
で

一
騎
当
千
の
武
士
よ
り
も
す
ぐ
れ
て

い
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
お
念
仏
で
す
。
し
っ
か
り
と
お
念
仏
を

な
さ
り
な
さ
い
」
と
申
し
た
が
、
忠
綱
は
そ
の
言
葉
、
が
心
に
し

み
じ
み
感
じ
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
念
仏
往
生
に
心
を
留
め
て
、
大
番
役
の
勧
め
の
た

め
京
に
上
が
っ
た
と
き
に
、
承
元
二
年

(
一
二

O
八
)
十

一
月

八
日
、
上
人
が
住
し
て
い
た
摂
津
国
勝
尾
寺
の
草
庵
を
訪
ね
、

念
仏
往
生
に
つ
い
て
お
教
え
を
受
け
た
。
そ
の
と
き
、
上
人
は
『観

経
疏
」
散
善
義
の
中
の
、
「
釈
尊
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ

う
に
、
定
善
と
、
散
善
と
の
、
両
方
の
利
益
を
説
か
れ
て
い
る
が
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
照
ら
し
あ
わ
せ
で
み
れ
ば
、
釈
尊
の
本
意

は
人
々
に
ひ
た
す
ら
阿
弥
陀
仏
の
み
名
を
称
え
さ
せ
る
た
め
で

あ
っ
た
」
と
い
う
意
味
の
文
を
二
度
お
読
み
に
な
り
、
「
往
生
す

る
か
し
な
い
か
と
い
う
と
と
は

そ
な
た
の
決
心

一
つ
で
す
。

ひ
た
す
ら
念
仏
を
申
せ
ば
、
往
生
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
お
言
葉
が
、
耳
に
い
つ
ま
で
も
残
り
、

そ
の
後
は

一

向
専
修
の
念
仏
行
者
と
な
っ
た
。

ぜ
ん

ね

ぼ
う

上
人
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
か
ら
後
は
、
善
恵
房
証
空
を

深
く
た
よ
り
申
し
上
げ
て
い
た
が
、
仏
縁
を
結
ぶ
た
め
、
四
帖
(
善

導
大
師
の

「観
経
疏
』
)
の
読
み
方
だ
け
を
教
わ
り
、

つ
い
に
仏

門
に
入
り
実
信
房
蓮
生
と
名
乗
り
、
西
山
に
草
庵
を
結
び
、

と
え
に
念
仏
を
称
え
る
ほ
か
、
余
教
を
か
え
り
み
な
か
っ
た
。

仁
治
二
年

(
一
二
回

二

十

一
月
二
十
二
日
、
空
は
晴
れ
、

風
の
穏
や
か
な
夜
の
こ
と
、
蓮
生
が
夢
に
見
た
こ
と
に
は
、
山

奥
の
静
か
な
深
い
谷
の
北
の
方
に
、

一
軒
の
草
庵
が
あ
り
、
そ

こ
に
蓮
生
が
い
た
。
小
山
が
幾
重
に
も
と
り
か
こ
み
、

左
右
に

あ
る
峰
は
ひ
と
き
わ
そ
び
え
て
い
た
。
さ
ら
に
北
の
山
を
見
る ひ
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と
、
そ
こ
に
三
尺
(
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
)

ほ
ど
の

阿
弥
陀
知
来
の
立
像
が
、
大
空
に
現
わ
れ
て
お
出
で
に
な
る
。
「ど

こ
か
ら
お
出
で
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
、
不
審
に
思
つ

て
い
る
と
、
空
か
ら
声
が
聞
こ
え
、
「
仏
が
お
出
で
に
な
っ
た
方

向
は
、
信
濃
の
善
光
寺
で
あ
る
」
と
お
答
え
に
な

っ
た
。
そ
の

-
Aふ
品
、

1
l
 
し
だ
い
に
近
づ
い
て
来
ら
れ
、

身
か
ら
は
光
が
照
り
輝

い
て
、
白
い
玉
の
飾
り
が
何
と
も
い
え
な
い
美
し
さ
で
あ
る
。

こ
の
時
、
蓮
生
は
声
高
ら
か
に
念
仏
し
、
右
の
子
で
、
仏
の
左

の
御
子
を
握
り
申
し
上
げ
る
と
、
こ
の
時
は
じ
め
て
木
像
の
阿

弥
陀
仏
が
現
わ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
ま
た
そ
の
木
像
は
多
年
草

庵
に
安
置
し
て
き
た
本
尊
で
あ
る
と
分
っ
た
。
夢
が
覚
め
て
か

ら
の
ち
は

ま
す
ま
す
信
心
が
深
く
な
り
、
念
仏
に
精
が
出

て
、
行
住
坐
臥
の
四
つ
の
立
ち
居
振
る
舞
い
の
す
べ
て
に

た
す
ら
念
仏
す
る
ほ
か
他
の
こ
と
を
し
な
か

っ
た
。
正
元
元
年

(
一
二
五
九
)
十

一
月
上
旬
ご
ろ
か
ら
、
少
し
ば
か
り
体
の
具
合

が
良
く
な
か
っ
た
が
、
同
月
十
二
日
に
は
端
座
合
掌
し
、
怠
ら

ず
念
仏
を
称
え
、
奇
瑞
の
相
が
現
わ
れ
、
平
素
か
ら
の
望
み
ど

お
り
の
往
生
し
た
と
い
う
。

段
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た
わ
ら
の
と
う
た
ひ
で
さ
と

上
野
田
の
御
家
人
薗
田
太
郎
成
家
は
、
俵
藤
田
秀
郷
将
軍
九

ち
ゃ
く
な
ん

代
の
子
孫
に
あ
た
る
薗
田
次
郎
成
基
の
嫡
男
で
あ
る
。
成
家
は
、

武
勇
の
道
に
生
き
て
、
弓
馬
の
武
芸
に
励
み
、
弓
で
狩
り
を
す

る
こ
と
を
得
意
と
し
て
、
罪
悪
の
か
ぎ
り
を
つ
く
し
て
い
た
。

さ
て
正
治
二
年
(
一二

O
O)
の
秋
、
大
番
役
の
勤
め
で
京
に
上
つ

た
と
き
、
上
人
の
念
仏
が
世
に
あ
ま
ね
く
弘
ま
り
、
人
び
と
を

盛
ん
に
教
え
導
い
た
た
め
、
尊
い
人
も
卑
し
い
人
も
上
人
の
も

と
に
集
ま
り
、
教
え
を
受
け
て
い
る
と
い
う
噂
を
聞
い
て
、
前

世
か
ら
の
因
縁
が
き
ざ
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
上
人
の
庵
室

を
お
訪
ね
申
し
上
げ
た
。
そ
の
と
き
上
人
か
ら
、
罪
深
く
し
て

ひ

生
死
の
迷
い
に
沈
ん
で
い
る
凡
夫
が
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ

て
助
け
ら
れ
、
極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
る
道
理
や
、

は
か
な
い

こ
の
世
を
厭
い
、
再
び
こ
の
世
に
生
れ
出
る
こ
と
な
く
、
浄
土

に
往
生
す
る
よ
う
に
願
う
の
が
よ
い
と
い
う
わ
け
な
ど
を
、
細

か
に
教
え
導
か
れ
た
の
で
、
心
の
底
か
ら
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
す

る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
そ
の
ま
ま
、

そ
の
年
の
十
月
十

一
日、
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二
十
八
歳
で
仏
門
に
入
っ
た
。
上
人
は
、
智
明
と
法
名
を
お
っ

け
に
な
っ
た
。

常
に
つ
き
従
っ
て
お
そ
ば
の
御
用
を
勤
め
る
こ
と
六
年
の
後
、

元
久
二
年
(
一
二

O
五
)
上
野
国
に
下
り
、

一
族
の
武
士
や
家

来
た
ち
二
十
余
人
を
教
え
導
き
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
仏
門
に

入
ら
せ
、
念
仏
を
と
も
に
称
え
る
行
者
に
す
る
と
と
も
に
、
智

す

な
が
み

く
り

明
は
酒
長
御
厨
と
な
っ
て
い
る
小
倉
村
に
庵
室
を
結
ん
で
、
ひ

し
ん
く

い

た
す
ら
阿
弥
陀
仏
を
称
え
、
身
口
意
の
三
業
す
べ
て
を
西
方
浄

土
に
ふ
り
む
け
る
こ
と
に
勤
め
た
。
世
の
人
は
智
明
を
尊
ん
で

小
倉
の
上
人
と
申
し
上
げ
た
。
庵
室
の
西
に

一
町
(
約

一
0
0

メ
ー
ト
ル
)
ば
か
り
隔
て
た
と
こ
ろ
に
、

一
間
四
方
(
約

一
・八

メ
ー
ト
ル
四
方
)

の
仏
堂
を
建
立
し
、
仏
堂
入
口
の
両
開
き
の

戸
と
庵
室
の
戸
を
、

と
も
に
開
い
て
向
き
合
う
よ
う
に
し
、
仏

前
の
燈
明
を
、
阿
弥
陀
仏
が
人
び
と
を
救
い
と
る
光
明
で
あ
る

と
考
え
て
、
常
に
光
明
遍
照
と
い
う
文
句
を
称
え
、
犯
し
た
罪

を
発
露
し
、
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
。
煩
悩
に
縛
ら
れ
て
い
る
凡

夫
の
身
で
あ
ろ
う
と
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
す
が
り
念
仏
す
れ

ば
、
必
ず
往
生
す
る
と
、
上
人
が
教
え
て
下
さ
っ
た
の
を
、
心

深
く
受
け
止
め
、
行
住
坐
臥
念
仏
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
ほ
と
ん

ど
念
仏
ば
か
り
称
え
て
、
他
の
修
行
を
す
る
こ
と
に
心
が
ゆ
か

な
か
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
智
明
は
、
念
仏
を
称
え
な
い
者
に
、

恥
ず
か
し
い
思
い
を
さ
せ
、
嫌
っ
た
の
で
、
そ
の
庵
室
を
訪
れ

る
僧
も
在
俗
の
人
も
、
身
分
の
上
下
に
か
か
わ
ら
ず
、
念
仏
を

称
え
な
い
者
は
な
か
っ
た
。

あ
る
年
の
元
日
の
祝
い
の
時
に

一
人
の
身
分
の
低
い
僧
と

し
め
し
あ
わ
せ
で
、
そ
の
僧
を
、
庭
前
に
進
ま
さ
せ
て
、
声
高

ら
か
に
「
申
し
上
げ
ま
す
」
と
言
わ
せ
て
、
「
西
方
極
楽
浄
土
か

ら
で
す
が
、

『浄
土
へ
の
お
出
が
遅
い
よ
う
で
す
が
、
急
い
で
お

出
で
下
さ
い
」
」
と
そ
の
僧
に
申
さ
せ
て
、
さ
ら
に
「
わ
た
し
は

阿
弥
陀
仏
の
お
使
い
で
参
り
ま
し
た
」
と
申
さ
せ
た
。
智
明
は

こ
の
こ
と
を
聞
き
、
喜
び
の
あ
ま
り
、
客
殿
の
座
敷
に
招
き
入
れ
、

丁
寧
に
御
馳
走
す
る
な
ど
も
て
な
し
、
か
ず
か
ず
の
贈
り
物
を

お
与
え
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
後
は
毎
年
の
行
事
と
し
て
、
元

日
に
は
こ
の
こ
と
を
行
な
っ
た
。

上
野
国
の
山
里
に
は
、
鹿
が
た
く
さ
ん
い
た
の
で
、
作
付
け

し
た
稲
の
実
が
食
べ
ら
れ
て
欠
け
損
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
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と
、
住
民
た
ち
の
田
畑
の
周
り
に
、
囲
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
入
ら

せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
そ
れ
を
見
て
何
と
な
さ
け
な
い
こ

と
よ
と
嘆
い
て
、
作
高
の
よ
い
水
田
三
町
(
約
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
)

に
稲
を
育
て
さ
せ
て
、
鹿
田
と
名
付
け
て
、
鹿
の
食
い
も
の
に

あ
て
る
と
と
も
に
、
田
植
え
歌
と
い
う
こ
と
で
念
仏
を
称
え
さ

せ
る
よ
う
に
し
た
。

宝
治
二
年

(
一二
四
八
)
九
月
十
五
日
、
少
し
ば
か
り
体
の

具
合
が
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
弟
の
淡
路
守
俊
基
を
呼
び
寄

せ
、
「
私
は
年
老
い
、
病
に
か
か
り
、
終
罵
を
む
か
え
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
の
世
で
会
う
の
は
、
今
日
が
最
後
で
す
。
そ
な
た

も
罪
深
い
身
で
す
か
ら
、
必
ず
念
仏
を
称
え
、
私
と
同
じ
よ
う

に
極
楽
浄
土
に
参
る
の
が
よ
い
。
た
と
え
、
鹿
や
鳥
の
肉
を
食

べ
る
に
し
て
も
、
念
仏
を
か
み
ま
ぜ
て
称
え
な
さ
い
。
ま
た
、

た
と
え
敵
に
向
か
っ
て
弓
を
引
く
に
し
て
も
、
念
仏
を
称
え
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
、

い
ろ
い
ろ
教
え
さ
と
さ

れ
た
。

弟
の
俊
基
が
帰
っ
て
か
ら
、
憎
た
ち
は

一
緒
に
別
時
の
念
仏

に
勤
め
、
翌
九
月
十
六
日
の
夜
八
時
ご
ろ
、
端
坐
し
、
合
掌
し
、

光
明
遍
照
の
文
言
を
称
え
、
声
高
念
仏
を
二
時
間
ば
か
り
称
え

318 

て
、
心
静
か
に
隈
想
し
安
ら
か
な
心
持
ち
で
息
を
引
き
と
っ
た
。

事
年
七
十
五
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
紫
雲
が
家
の
上
に
た
な
び

き
、
音
楽
が
雲
の
上
か
ら
聞
こ
え
、
持
仏
堂
と
庵
室
の
あ
い
だ

に
は
光
明
が
充
満
し
、

内
外
に
世
に
も
珍
し
い
心
よ
い
香
り
が

た
だ
よ
っ
て
い
る
。
速
い
近
い
を
問
わ
ず
、
憎
も
在
俗
の
人
も
、

男
も
女
も
こ
れ
を
見
聞
し
た
。
日
ご
ろ
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
阿

弥
陀
仏
の
救
い
の
光
明
に
思
い
を
か
け
て
い
た
が

思
い
ど
お

り
に
救
い
の
光
明
を
感
得
し
た
こ
と
は
、
不
思
議
で
尊
い
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

四
段最

明
寺
の
入
道
(
北
条
時
頼
)

は
、
若
か
っ
た
こ
ろ
、

p 

つ

も
念
仏
に
つ
い
て
の
ゆ
る
が
な
い
信
心
の
こ
と
な
ど
を
、
小
倉

の
上
人
の
庵
室
(
智
明
)

へ
、
お
尋
ね
に
な
っ
て
い
た
。
さ
て

寛
元
(
一

二
四

三

|
一二
四
七
)

の
こ
ろ
、
智
明
が
使
い
を
使

わ
し
、
最
明
寺
入
道
に
申
し
上
げ
た
書
状
に
、
「
多
年
、
私
は
専

修
念
仏
の
行
者
と
し
て
、
西
方
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
真
心
を
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こ
め
て
願
っ
て
い
ま
す
。
栗
の
木
の
栗
と
い
う
文
字
は
、
西
の

下
に
木
と
書
き
ま
す
。
私
は
あ
な
た
を
西
方
浄
土
を
願
う
念
仏

行
者
と
し
て
、
親
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
多
年
に
わ
た
り
、

栗
の
木
で
作
っ
た
杖
を
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、
年
老
い
た
今
の

身
に
は
、
歩
く
こ
と
も
不
自
由
で
、
も
は
や
必
要
も
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
な
た
は
、
西
方
極
楽
浄
土
に
心
を
寄
せ

て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
杖
を
差
し
あ
げ
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
方
で
す
。
こ
の
杖
で
往
生
な
さ
っ
て
下
さ
い
」

と
し
た
た
め
、
栗
の
木
の
杖
を
進
呈
し
た
の
で

そ
れ
に
対
す

る
返
事
の
終
わ
り
に

老
い
ら
く
の
行
く
末
か
ね
て
思
ふ
に
は
つ
く
づ
く
う
れ
し

西
の
木
の
つ
ゑ

(
年
を
と
っ
て
死
後
ど
う
な
る
か
と

か
ね
て
か
ら
思
っ
て

い
る
私
に
は
、
〔
西
方
浄
土
に
縁
の
深
い
、
西
の
木
と
書
く
)

栗
の
木
の
杖
の
お
心
遣
い
が
つ
く
づ
く
嬉
し
く
思
わ
れ
ま

す〕

と
い
う
和
歌
を
書
き
そ
え
て
贈
っ
た
。
最
明
寺
入
道
(
時
頼
)
は

そ
の
後
智
明
か
ら
勧
め
導
か
れ
た
教
え
を
信
じ
、
常
に
西
方
の

極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
思
い
を
寄
せ
て
、
阿
弥
陀
仏
が
浄

土
に
引
導
し
て
下
さ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。

こ
う
し
て
弘
長
二
年

(
一
二
六
二
)
の
こ
ろ
、
法
然
上
人
の

弟
子
で
あ
る
法
蓮
房
信
空
門
下
で
、
上
人
に
と
っ
て
は
孫
弟
子

に
あ
た
る
敬
西
房
信
瑞
が
、
関
東
に
下
っ
た
と
き
、
(
自
分
で
作
つ

た
)
上
人
の
伝
記
を
さ
し
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
数
日
の
間
お
読
み

に
な
っ
て
、
上
人
の
徳
行
を
敬
い
、
念
仏
の
こ
こ
ろ
が
ま
え
に

つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
の
で
、
敬
西
房
は
往
生
の
作
法
や
、

め
の
際
読
む
経
文
な
ど
を
書
い
て
さ
し
あ
げ
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
最
明
入
道
の
自
筆
の
返
書
に
は
、
「
往
生
に
つ
い
て
の
作
法

ゃ
、
お
勤
め
の
お
り
の
経
文
を
、

い
た
だ
き
ま
し
た
。
よ
く
読

ん
で
理
解
し
、
往
生
の
心
を
深
め
る
よ
う
に
勤
め
ま
す
」
(
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
で
あ
っ
た
)

つ
い
に
翌
弘
長
三
年

(
一
二
六
三
)
十

一
月
二
十
二
日
の
午

後
十
時
ご
ろ
、
臨
終
に
際
し
、
心
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
正
座
し

合
掌
し
て
往
生
の
志
を
果
た
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
十
二
月
十
五

日
時
頼
の
老
臣
で
あ
る
諏
訪
盛
重
入
道
蓮
仏
が
、
敬
西
房
に
つ

か
わ
し
た
手
紙
に
は
、

「門破明
寺
入
道
殿
が
、
往
生
な
さ
れ
た
と

お
勤
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き
の
様
子
は
、
わ
ざ
わ
ざ
申
す
ま
で
も
な
く
と
て
も
立
派
な
最

期
で
し
た
。
十

一
月
二
十
二
日
の
午
後
十
時
ご
ろ
、
唐
ご
ろ
も

を
お
め
し
に
な

っ
て
、
そ
の
上
に
袈
裟
を
つ
け
、
西
の
壁
に
阿

弥
陀
仏
の
画
像
を
か
け
申
し
上
げ
て
、
椅
子
に
お
の
ぼ
り
に
な

っ

て
、
そ
の
お
姿
は
少
し
も
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
合
掌
し
て
往
生

な
さ
れ
ま
し
た
。
ご
病
気
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
少
し
も
お
苦

し
み
に
な
ら
ず
、

し
か
る
べ
き
ご
往
生
の
因
縁
に
よ
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
ま
し
た
。
ご
臨
終
近
く
な
っ
て
か
ら

「阿
弥
陀
仏
の

お
力
に
よ

っ
て
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
な
ら
ば
、
あ
な
た
を
お

迎
え
に
行
き
ま
す
」
と
、
有
難
い
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
お
言
葉
は
平
素
か
ら
十
分
い
た
だ
い
た
御
思
よ
り
も
、
百

倍
も
千
倍
も
頼
も
し
く
有
難
く
思
わ
れ
、

お
亡
く
な
り
に
な

っ

た
と
い
う
悲
し
み
の
な
か
に
も
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
ま
た
、
亡

く
な

っ
た
入
道
殿
の
お
言
葉
に
、

『蓮
仏
よ
、
私
を
地
獄
に
堕
と

さ
ぬ
よ
う
、
教
え
さ
と
し
て
く
れ
』
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
承

り
ま
し
た
の
で
、
念
仏
往
生
の
方
法
を
、

つ
い
で
の
と
き
に
是

非
と
も
、
く
わ
し
く
お
聞
か
せ
下
さ
い
」
〈と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
書
か
れ
で
あ
っ
た
〉。

お
よ
そ
、
こ
の
最
明
寺
入
道
(
北
条
時
頼
)

は
、
武
家
の
大

320 

将
と
し
て
智
慧
も
徳
も
勝
た
れ
た
賢
い
人
で
、
将
軍
家
の
指
導

者
と
し
て
、
若
い
頃
か
ら
臨
終
の
時
ま
で
、
法
然
上
人
の
勧
め

導
か
れ
た
教
え
を
奉
じ
て
、
西
方
往
生
の
望
み
を
と
げ
ら
れ
た

が
、
蓮
仏
を
極
楽
浄
土
に
手
引
き
す
る
こ
と
ま
で
、
病
中
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
約
束
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
と
し
み

じ
み
と
尊
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
思
わ
れ
ま
す
。

第
二
十
七
巻

段武
蔵
国
の
御
家
人
で
、
熊
谷
郷
に
住
し
て
い
た
次
郎
直
実
は

(源
頼
朝
が
)
平
家
を
追
討
し
た
と
き
、
各
地
の
戦
い
で
忠
義
を

立
て
て
、
武
名
を
あ
げ
た
の
で
、

い
く
さ
の
道
で
は
比
べ
る
も

の
の
な
い
ほ
ど
の
人
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
前
世
に
積
ん
だ

善
根
が
、
心
の
う
ち
に
き
ざ
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
将
軍
源

頼
朝
に
対
し
て
不
平
に
思
う
こ
と
が
あ

っ
て
、
発
心
し
出
家
し

て
、
蓮
生
と
名
乗
っ
た
が
、
蓮
生
は
聖
覚
法
印
の
住
房
を
訪
ね
て
、
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死
後
に
仏
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
お
尋
ね
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、

「
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
法
然
上
人
に
お
尋
ね
申
し
上
げ
る
の
が

良
か
ろ
う
」
と
申
さ
れ
た
の
で
、
上
人
の
お
住
ま
い
を
訪
ね
た
。

(
こ
の
時
)
上
人
が
、
「
罪
が
軽
か
ろ
う
が
重
か
ろ
う
が
、

，
-
ゃ
'
-

ふ
J

ナ''

念
仏
さ
え
申
し
た
な
ら
ば
、
極
楽
往
生
す
る
の
で
す
。
そ
の
ほ

か
、
何
を
せ
よ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
の
を
聞
い
て

さ
め
ざ
め
と
一
棋
を
流
し
た
の
で
、
上
人
は
、

と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
何
も
お
っ
し
ゃ

ら
な
い
。
し
ば
ら
く
し
て
、
「
ど
ん
な
わ
け
で
お
泣
き
に
な
る
か
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
直
実
は
、
「
(
罪
深
い
者
は
)
手
足
も

切
り
捨
て
、
命
も
捨
て
て
こ
そ
、
後
の
世
は
仏
に
救
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
と
、

(
私
は
上
人
か
ら
)

お
聞
き
す
る
で
あ
ろ
う
と
存
じ

て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、

『た
だ
ひ
と
え
に
念
仏
さ
え
申
し
た
な

ら
ば
、
必
ず
浄
土
に
往
生
で
き
ま
す
』
と
、
事
も
な
げ
な
お
教

え
を
受
け
ま
し
た
の
で
、
あ
ま
り
に
も
嬉
し
く
て
、
泣
い
て
し

ま
い
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
た
。
本
当
に
後
の
出
の
こ

と
を
恐
ろ
し
い
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
「
何
の
智
慧
も
な
い

罪
人
が
念
仏
を
称
え
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏

の
ご
本
願
の
ご
本
意
な
の
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
念
仏
を

疑
い
な
く
信
じ
る
心
に
つ
い
て
詳
し
く
お
授
け
下
さ
っ
た
の
で
、

こ
れ
に
背
く
こ
と
の
な
い
専
修
の
行
者
と
な
り
、
長
い
あ
い
だ

上
人
の
も
と
に
お
仕
え
申
し
上
げ
た
。

あ
る
時
、
上
人
が
九
条
兼
実
の
御
所
で
あ
る
、
月
の
輪
殿
へ

参
上
な
さ
れ
た
時
に

こ
の
熊
谷
入
道
が
自
分
か
ら
押
し
か
け

て
お
供
し
て
参
っ
た
が
、

(
入
道
を
)
差
し
止
め
た
い
と
お
思
い

に
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
変
わ
り
者
で
あ
る
か
ら
、

え
っ
て
よ
く
な
い
こ
と
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
何
と
も
お
っ
し
ゃ

ら
な
か
っ
た
の
で
、
月
の
輪
の
御
所
ま
で
参
上
し
て
、
沓
脱
ぎ

石
の
と
こ
ろ
に
坐
っ
て
、
縁
に
手
を
か
け
て
寄
り
か
か
っ
て
い

ま
し
た
。
す
る
と
、
上
人
の
ご
法
話
の
声
が
か
す
か
に
聞
こ
え

た
の
で
、
こ
の
入
道
が
申
し
た
こ
と
に
は
、
?
?
の
、
何
と
こ
の

世
ぐ
ら
い
思
う
よ
う
に
な
ら
ず
、

口
惜
し
い
と
こ
ろ
は
あ
る
ま

ぃ
。
極
楽
で
は
、
こ
の
よ
う
な
分
け
隔
て
は
あ
る
ま
い
に
。
ご

法
話
の
声
も
聞
こ
え
な
い
」
と
、
激
し
く
声
高
く
申
し
上
げ
た

の
で
、
九
条
兼
実
が
お
聞
き
に
な

っ
て
、
「
あ
の
声
の
主
は
何
者

か
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
上
人
は
、
「
熊
谷
入
道
と
い
っ 台、
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て
、
武
蔵
固
か
ら
京
に
上
っ
て
き
た
変
わ
り
者
で
す
が
、
押
し

か
け
て
供
を
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
申
し
上
げ
な

さ
れ
た
の
で
。
兼
実
は
思
い
や
り
深
く
、
た
だ

一
言
、
「
こ
こ
に

呼
び
な
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

お
使
い
を
お
出
し
に
な
っ

て
呼
び
入
れ
た
と
こ
ろ
、

入
道
は

一
言
の
挨
拶
を
す
る
で
も
な

ひ
ろ
び
さ
し

く
、
そ
の
ま
ま
お
呼
び
出
し
に
従
っ
て
、
お
そ
ば
近
く
の
広
廟

と
い
う
板
張
り
の
縁
に
控
え
坐
っ
て
ご
法
話
を
承
っ
た
。
極
楽

浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
来
世
に
受
け
る
報
い
で
あ

り
、
は
る
か
遠
い
先
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
入
道

が
御
殿
の
上
に
の
ぼ
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
こ
の
世
に
お
け
る
報

い
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
ご
本
願
の
念
仏
を

勤
め
な
い
者
に
は
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
幸
せ
な
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
と
、
人
々
は
耳
を
そ
ば
だ
て
目
を
見
張
っ
て
驚

い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

F量蓮
生
は
、
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
す
る
と
い
う
信
仰
心
が
疑
い

な
く
定
ま
っ
て
か
ら
は
、

ひ
と
え
に
九
品
浄
土
の
中
の
上
品
上

生
の
位
に
往
生
し
た
い
と
願
い
、
私
が
も
し
上
品
上
生
の
往
生
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を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
上
品
中
生
以
下
の
八
品
の

位
に
は
迎
え
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
固
い
願
い

を
起
こ
し
、
そ
の
発
願
の
理
由
を
述
べ
、
偶
文
を
結
び
と
し
て
、

自
分
で
そ
れ
を
書
き
付
け
た
。
そ
の
願
文
に
は
、
「
元
久
元
年

(
一二

O
四
)
五
月
十
三
日
、
鳥
羽
の
地
に
お
い
て
、
上
品
上
生

の
印
を
結
ん
で
お
い
で
に
な
る
来
迎
の
阿
弥
陀
仏
の
御
前
で
、

蓮
生
が
誓
願
を
起
こ
し
て
申
す
こ
と
に
は
、

「極
楽
に
生
れ
た
な

ら
ば
、
自
分
の
身
の
楽
し
み
に
つ
い
て
は
、
下
品
下
生
で
あ
っ

ち

ぎ

て
も
こ
の
上
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
天
台
大
師
智
顕

ゆ
い
ま
き
ょ
う

の
維
摩
経
の
経
釈
に
〈
上
品
中
生
以
下
の
八
品
に
往
生
し
た
人

け
ぷ
つ

は
、
人
々
を
救
う
た
め
に
、
化
仏
と
な
り
、
再
び
こ
の
世
に
生

れ
て
く
る
こ
と
は
出
来
な
い
〉
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
ど

う
せ
極
楽
浄
土
に
生
れ
る
な
ら
ば
、
縁
の
あ
る
す
べ
て
の
人
た

ち
を
、

一
人
も
残
さ
ず
迎
え
入
れ
た
い
。
ま
た
、
縁
の
な
い
人

た
ち
に
も
思
い
を
か
け
、

私
蓮
生
は
上

山
山
山
、
寸

J
:
、

.
t
ご
A
ソ
'
e

叫
均
九
上
手
J
'
L
V
4
M
手
J
M
K
Pト

品
上
生
の
位
に
生
れ
た
い
。
そ
れ
が
出
来
な
け
れ
ば
、
上
品
中

生
以
下
の
浄
土
に
は
生
れ
ま
す
ま
い
』」
と
書
か
れ
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
な
願
を
立
て
て
か
ら
後
、
ま
た
、
「
源
信
僧
都
で
さ

ぇ
、
下
品
上
生
の
位
を
、
お
願
い
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
し
て
、

末
代
の
衆
生
な
ど
は
、
上
品
上
生
に
生
れ
る
者
は

一
人
も
あ
り

は
し
ま
い
」
と
、
法
然
上
人
の
仰
せ
ら
れ
た
お
言
葉
を
思
い
出

し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
、
誓
願
起
こ
し
て
、
言
う
こ
と
に
は
、

{末
の
世
に
上
品
上
生
の
位
に
往
生
す
る
者
は
あ
る
は
ず
は
な
い

の
に
、

そ
の
上
何
事
に
つ
け
て
も
無
法
者
で
あ
る
蓮
生
が
、
ど

う
し
て
上
品
上
生
の
位
に
生
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。

決
し
て
出
来
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
上
品
上
生
の
位
に
生
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
上
品
中
生
以
下
八
品
の
位
に
生
れ

る
ま
い
、

と
願
を
立
て
た
か
ら
と
い
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
が
も
し

上
品
上
生
の
位
に
お
迎
え
に
な
ら
な
い
な
ら
ば
、

一
番
先
に
阿

弥
陀
仏
の
ご
本
願
が
成
立
し
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
次
に
は
阿

弥
陀
仏
の
御
慈
悲
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
そ
の
次

に
は
、
阿
弥
陀
仏
が
ご
本
願
を
成
就
な
さ
れ
た
と
い
う

『無
量

の
文
も
、
反
故
と
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
ま
た
次

寿
経
』

に
は
、
釈
尊
が

『観
無
量
寿
経
』
で
お
説
き
に
な
っ
て
い
る
「
十

悪
の

一
念
往
生
」
や
「
五
逆
の
十
年
往
生
」
、

ま
た

『阿
弥
陀

経
」
の
中
に
、

一
日
、
あ
る
い
は
七
日
ま
で
の
間
念
仏
す
れ
ば

極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
あ
る
文
に
し
て
も
、

ま
た
同
じ
経
の
中
に
こ
の
全
世
界
に
無
数
に
お
ら
れ
る
諸
仏
が
、

こ
の
事
を
間
違
い
な
い
と
証
明
し
て
お
い
で
に
な
る
文
に
し
て

も
、
ま
た
、
善
導
大
師
が

「往
生
礼
讃
」
で
、
「
最
低
十
声
で
も

一
声
で
も
称
名
す
れ
ば
、
必
ず
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と

解
釈
し
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は

『観

無
量
寿
経
』

で
上
品
上
生
し
よ
う
と
い
う
者
は
、
至
誠
心
・
深

心
・
回
向
発
願
心
の
三
心
を
備
え
れ
ば
往
生
す
る
と
説
い
て
い

る
文
に
せ
よ
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
大
師
の

『
往
生
礼
讃
」

の
中
に
「
三
心
を
備
え
整
え
れ
ば
、

き
っ
と
往
生
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
仮
に
三
心
の
中
の

一
心
で
も
欠
い
た
な
ら
ば
往
生
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
る
文
に
せ
よ
、
ま
た
、
「

一
心
に
念

仏
を
行
ず
る
者
は
、
千
人
中
千
人
が
往
生
す
る
」
と
解
釈
し
て

い
る
同
じ

『
往
生
礼
讃
』
の
文
に
せ
よ
、
す
べ
て
以
上
述
べ
た

阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
せ
よ
、
釈
尊
の
お
言
葉
に
せ
よ
、
善
導
大

師
が
経
文
を
解
釈
さ
れ
た
御
文
に
せ
よ
、
も
し
こ
の
蓮
生
を
上

品
上
生
の
位
に
お
迎
え
下
さ
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

み
な
成
り
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立
た
な
く
な
り
、
誰
で
も
が
嘘
つ
き
だ
と
い
う
罪
を
お
受
け
に

な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
仏
の
聖
者
た
ち
の
お
言
葉

に
嘘
偽
り
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
あ
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
の
光
は
、
広
く
全
世
界
を
照
ら
す

と
説
い
て
い
る
「
観
無
量
寿
経
」

の
文
に
し
て
も
、
ま
た
お
念

仏
さ
え
称
え
れ
ば
極
楽
に
迎
え
ら
れ
る
と
い
う

「五
会
法
事
讃
』

の
文
な
ど
、
こ
れ
ら
の
仏
菩
薩
の
お
言
葉
に
は
偽
り
は
あ
り
ま

す
ま
い
。
こ
れ
ら
の
御
文
を
見
る
と

い
よ
い
よ
上
品
上
生
に

生
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
う
。
自
分
が
上
品
上
生
に
生

れ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
す
べ
て
因
縁
あ
る
人
た
ち
を
、

す
ぐ
に
こ
の
世
に
立
ち
返
っ
て
、
浄
土
に
お
迎
え
し
よ
う
、

思
う
と
述
べ
て
、
願
い
を
立
て
て
、
上
品
上
生
に
生
れ
な
い
な

ら
ば
、
極
楽
へ
の
お
迎
え
は
お
受
け
し
ま
い
と
い
う
、
固
い
誓

願
を
立
て
た
が

や
や
も
す
れ
ば
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
と
し

て
も
、
そ
の
罪
は
五
逆
の
罪
人
ほ
ど
の
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
上
品
上

生
に
お
迎
え
下
さ
ら
な
い
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
事
を
疑
わ

な
い
心
構
え
と
し
て
は
、

三
心
を
備
え
整
え
て
い
る
し
、
上
品

上
生
に
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
決
定
心
を
立
て
て
い
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る
し
、
ま
た
、
往
生
す
る
に
つ
い
て
迷
い
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う

心
も
断
ち
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
悟
り
を

開
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
善
導
大
師
や
天
台
大
師
(
智
額
)
も
、

「
こ
こ
に
説
い
た
こ
と
を
理
解
し
、
信
ず
る
者
は
、
上
品
上
生
の

往
生
を
す
る
。
ま
た
、
人
間
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
多
く

の
人
た
ち
の
苦
し
み
を
救
う
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
無
生
無

滅
と
い
う
真
理
を
悟
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
望
み
の
ま
ま

に
極
楽
に
生
れ
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。

「
上
品
中
生
以
下
の
八
品
の
位
に
生
れ
る
こ
と
の
望
み
を
、
私
は

と

捨
て
て
願
う
こ
と
を
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば

か
の
極
楽
に
生

れ
て
後
に
上
品
上
生
者
の
よ
う
に
、

た
ち
ま
ち
に
こ
の
世
に
ま

た
生
ま
れ
代
わ
っ
て
、
人
を
救
う
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ

る
。
重
ね
て
仏
様
に
申
し
上
げ
ま
す
。
自
分
の
上
品
上
生
に
生

れ
た
い
と
い
う
願
い
を
信
じ
る
人
も
信
じ
な
い
人
も
、
ど
う
か

そ
の
信
心
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
非
難
す
る
こ
と
の
因
縁
に
よ
っ

て
、
み
な
極
楽
に
往
生
し
て
も
ら
い
た
い
」

時
は
元
久
元
年
三

二
O
四
)
五
月
十
三
日
正
午
、
結
び
の
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偏
文
を
書
き
終
え
て
、
蓮
生
は
願
い
を
立
て
た
。
こ
の
熊
谷
入

道
は
今
年
六
十
七
で
あ
る
。
京
都
の
鳥
羽
の
地
に
お
い
て
、
上

品
上
生
の
来
迎
図
を
描
い
た
憂
陀
羅
の
御
前
で
、
こ
れ
を
書
き

付
け
た
}
(
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
で
あ
っ
た
)
。

ま
た
、
熊
谷
入
道
が
仮
名
で
書
い
た
備
の
文
を
同
じ
く
法
然

上
人
の
弟
子
で
あ
る
隆
寛
律
師
が
、
漢
文
に
次
の
よ
う
に
お
書

き
に
な
っ
た
。

下
/¥ 

z 
我
捨
而
不
願

到
彼
国
土
己

即
不
能
還
来

重
t# 
乙J

於
我
願

或

或
不
f竜

願

誘
為
因

皆
当
生
浄
土

ま
た
、
蓮
生
が
自
分
で
書
い
た

『夢
の
記
』
に
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

{極
楽
の
上
品
上
生
に
生
れ
る
と
い
う
夢
を
た
び
た
び
見
ま
し

た
。
私
の
側
近
の
人
も
、
上
品
上
生
に
生
れ
る
夢
を
見
た
と
告

げ
ま
し
た
。
善
導
大
師
は
夢
を
見
て
悟
っ
て
、

『観
無
量
寿
経
」

の
解
釈
書
を
お
作
り
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
源
信
僧
都
も
ま
た
、

「往
生
要
集
』
を
夢
に
見
て
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
珍

海
の

『決
定
往
生
集
』
と
い
う
本
も
、

夢
を
見
て
お
書
き
に
な
っ

た
。
ま
た

「法
華
経
』

の
安
楽
行
品
に
も
、
四
種
の
安
楽
行
を

行
じ
る
人
が
、
夢
に
見
た
お
釈
迦
様

一
代
の
八
つ
の
相
状
を
お

述
べ
に
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
わ
た
く
し
蓮
生
は
、
元
久
元

年

(
一
二

O
四
)
五
月
十
三
日
に
、
こ
の
上
品
上
生
し
た
い
と

の
願
を
立
て
て
、
同
月
二
十
二
日
の
夜
に
、
阿
弥
陀
仏
に
こ
う

申
し
上
げ
た
。

「
わ
た
く
し
蓮
生
が
立
て
ま
す
願
い
が
、
も
し
成
し
遂
げ
ら
れ
ま

す
な
ら
ば
、
間
違
い
な
い
し
る
し
に
、

お
姿
を
現
わ
し
て
下
さ

い
ま
せ
。
ま
た
願
い
が
遂
げ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

お
姿
を
現
わ
し
て
、

か
な
わ
な
い
事
だ
と
お
示
し
下
さ
い
ま
せ
。

ど
う
ぞ
、
だ
れ
が
見
て
も
不
審
す
る
事
の
な
い
示
現
を
お
与
え

下
さ
い
ま
せ
」
と
申
し
上
げ
て
寝
た
そ
の
晩
、
す
ぐ
に
夢
に
見

る
こ
と
に
は
、
金
色
に
輝
く
蓮
の
花
が
、

茎
が
長
く
し
て
枝
も

な
く
、
な
よ
な
よ
と
た
だ

一
本
立
っ
て
い
た
が
、
そ
の
周
囲
に

人
が
十
人
ば
か
り
取
り
巻
い
て
い
る
所
で
、
わ
た
く
し
が
こ
う

申
し
ま
し
た
。

「
他
の
人
た
ち
は

ひ
と
り
も
あ
の
蓮
の
上
に
は
上
り
得
な
い
で

あ
ろ
う
。

人
は
、
き

っ
と
の
ぼ
る
事
が

で
も
わ
た
く
し
蓮
生

出
来
る
」
と
言
い
終
え
る
と
、
ど
う
上
っ
た
か
も
分
ら
な
い
の
に
、
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そ
の
蓮
の
花
の
上
に
上
っ
て
、
正
座
し
て
い
る
の
だ
と
見
終
え

た
と
こ
ろ
、
夢
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
ま
た
次
の
よ
う
に
願
い
を
立
て
た
。

「
こ
の
わ
た
く
し
の
立
て
て
い
る
願
い
が
、
本
当
に
成
就
す
る
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
の
臨
終
の
時
に
、
す
ば
ら
し
く

人
々
が
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
の
、
様
子
を
真
っ
先
に
現
わ
し
て

沢
山
の
人
々
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
見
せ
て
、
羨
望
せ
し
め

て
下
さ
い
ま
せ
」
と
い
う
願
い
を
起
こ
し
た
。
こ
の
ゆ
え
に
、

わ
た
く
し
が
上
品
上
生
に
生
れ
得
る
と
い
う
事
は
、

よ

よ

疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
同
じ
年
の
六
月
二
十
三
日
に
見

た
夢
も
、
同
じ
意
昧
の
も
の
で
あ
っ
た
」
}
(
と
い
う
よ
う
な
こ

と
が
書
い
で
あ
っ
た
)
。

こ
こ
に
記
し
た
蓮
生
自
筆
の

『発
願
文
』
や

『夢
の
記
』
な
ど

は
、
す
べ
て
仮
名
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
読
み
に
く
い
の
で
、
少
々

漢
字
に
書
き
直
し
た
。

手宣蓮
生
は
、
行
住
坐
臥
に
お
い
て
も
、
西
方
に
背
を
向
け
る
な

と
い
う
文
を
、
深
く
信
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か

ほ
ん
の
し
ば

326 

ら
く
の
間
も
、
西
に
背
を
向
け
な
か
っ
た
の
で
、
京
都
か
ら
関

〆
〉
勺

東
へ
下
っ
た
時
も
、
鞍
を
前
後
さ
か
さ
ま
に
置
か
せ
て
、
馬
に

も
後
ろ
向
き
に
乗
っ
て
、
馬
の
口
を
引
か
せ
た
と
い
う
事
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
蓮
生
は
、

浄
土
に
も
剛
の
者
と
や
沙
汰
す
ら
ん
西
に
向
か
ひ
て
う

し
ろ
見
せ
ね
ば

(
浄
土
に
お
い
て
も
信
心
頑
固
な
者
と
う
わ
さ
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
西
に
向
か
っ
て
け
っ
し
て
後
ろ
を

見
せ
な
い
の
で
)
。

と
い
う
和
歌
を
作
っ
た
。
法
然
上
人
も
、
信
心
堅
固
な
念
仏
行

者
の
例
と
し
て
、

い
つ
も
お
思
い
出
し
な
さ
れ
て
、
板
東
の
阿

弥
陀
仏
だ
と
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
性
格
が
荒
々
し
く
て
、
西
方
往
生
の
心
は
あ
っ

て
か
せ
あ
し
か
せ

て
も
や
は
り
、
罪
人
に
飼
い
葉
桶
を
か
ぶ
せ
、
手
棚
足
柳
な
ど

を
は
め
た
り
、
あ
る
い
は
、
綱
で
縛
り
、
あ
る
い
は
筒
と
い
う

錠
を
掛
け
て
懲
罰
し
た
。
こ
れ
は
誠
に
合
点
の
ゆ
か
な
い
事
で

あ
っ
た
。
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入
道
が
武
蔵
国
に
帰
っ
て
か
ら
、
分
ら
ぬ
事
な
ど
を
、
手
紙

で
法
然
上
人
に
お
た
ず
ね
申
し
た
と
こ
ろ
、
上
人
の
お
返
事
に

は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

「
御
た
よ
り
は
う
れ
し
く
拝
見
し
ま
し
た
。
本
当
に
お
別
れ
し
て

か
ら
は
、
ど
う
し
て
お
ら
れ
る
か
と
案
じ
て
お
り
ま
し
た
と
こ

た
ん
ね
ん
ぷ
つ

ろ
、
御
手
紙
を
下
さ
れ
た
事
は
喜
ば
し
く
存
じ
ま
す
。
但
念
仏

に
つ
い
て
の
手
紙
を
書

い
て
差
し
あ
げ
ま
す
。
念
仏
の
行
は
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
行
で
ご
ざ
い
ま
す
。
自
戒
・
諭
経
・
諦
呪

理
観
の
行
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
な
い
行
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

極
楽
に
生
れ
た
い
と
望
ん
で
い
る
人
は
、
何
を
お
い
て
も
必
ず
、

本
願
で
あ
る
と
こ
ろ
の
念
仏
の
行
を
勤
め
て
そ
の
上
で
、
も
し

念
仏
以
外
の
修
行
を
も
、
念
仏
の
行
に
加
え
よ
う
と
思
う
な
ら

ば
、
そ
の
よ
う
に
す
る
事
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

た
だ
本
願
の

念
仏
ば
か
り
で
結
構
で
あ
り
ま
す
。
善
導
大
師
は
、
阿
弥
陀
仏

の
化
身
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、

善
導
大
師
の
教
え
で
あ

る
専
修
念
仏
の
行
こ
そ
は
、
間
違
い
な
く
往
生
す
る
も
の
だ
と

申
し
上
げ
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
の
で
す
。

孝
養
の
行
も
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
出
来
る
範
囲
で
孝
行
な
さ
る
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
ま
た

密
教
の
阿
字
観
も
、
錫
杖
の
備
を
諦
す
る
事
も
、
阿
弥
陀
仏
の

本
願
で
は
な
い
行
で
す
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
修
行
を
し
て

も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
行
者
の
臨
終
に
阿
弥
陀
仏
や
も
ろ

も
ろ
の
菩
薩
の
来
迎
し
た
ま
う
様
を
描
い
た
憂
陀
羅
を
拝
す
る

こ
と
も
大
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し

そ
の
事
も
、
念
仏
よ

り
次
に
す
る
べ
き
事
で
あ
り
ま
す
。
ひ
と
え
に
念
仏
を
毎
日

三
万
遍
、
あ
る
い
は
五
万
遍
ま
た
は
六
万
遍
、

一
心
に
お
称
え

な
さ
れ
る
こ
と
が
、
必
ず
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
の
出
来
る
行

で
あ
り
ま
す
。

念
仏
以
外
の
善
根
を
積
む
こ
と
は
、
念
仏
を
申
し
た
上
に

暇
が
あ

っ
た
ら
勤
め
る
が
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
念

仏
を
六
万
遍
ほ
ど
毎
日

一
心
に
お
称
え
に
な
る
な
ら
ば
、

他
に
は
何
を
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
誠
実
に

一

心
不
乱
に
、

三
万
遍
や
五
万
遍
の
念
仏
を
お
勤
め
に
な
る
な
ら

ば
、
少
し
ぐ
ら
い
仏
戒
を
お
破
り
に
な
り
ま
し
で
も
、

そ
れ
に

よ
っ
て
往
生
す
る
し
な
い
と
い
う
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
こ
の
中
で
孝
養
の
行
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
は

そ
の
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あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
な
た
の
母
上
は
今
年
八
十
九
で
あ
ら
れ
ま

す
か
ら
、
心
し
て
、
今
年
な
ど
は
往
生
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と

待
ち
申
し
上
げ
て
い
る
こ
と
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
母
上

は
あ
な
た

一
人
を
頼
り
と
し
て
お
い
で
に
な
る
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
か
ら
、

き
っ
と
き
っ
と
、
そ
れ
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お

い
で
に
な
る
べ
き
で
す
。

五
月
二
日

源
空

武
蔵
国

熊
谷
入
道
殿
へ
の
ご
返
事
」
(
と
い
う
よ
う
な
こ

と
が
書
い
で
あ
っ
た
)
。

蓮
生
の
往
生
は
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
い
は
仏

の
知
ら
せ
を
い
た
だ
い
た
り
、
あ
る
い
は
不
思
議
な
瑞
相
な
ど

が
あ
っ
た
の
を
、
法
然
上
人
に
報
告
し
た
こ
と
が
世
の
中
に
知

れ
渡
っ
た
の
で
、
月
の
輪
の
入
道
関
白
の
兼
実
公
が
お
耳
に
な

さ
っ
て
、
法
然
上
人
に
お
尋
ね
申
し
上
げ
な
さ
れ
た
お
手
紙
に

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

「
熊
谷
入
道
は
、
ま
だ
往
生
を
果
た
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
不

思
議
な
瑞
相
な
ど
が

一
つ
二
つ
で
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
世
の

中
で
広
く
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
も
し
本
当
で
あ
る
な
ら
ば
、

番
先
に
お
知
ら
せ
下
さ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
今
日
ま
で
お
知
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ら
せ
が
な
い
の
は
、
大
変
不
審
で
あ
り
ま
す
。
慈
恩
大
師
の

53 

陀
利
物
末
法
偏
増
」
(
末
世
に
な
る
と
、
阿
弥
陀
仏
の
教
え
の
み

が
、
人
々
を
利
益
す
る
こ
と
が

一
層
盛
ん
に
な
る
)

と
い
う
お

言
葉
の
証
拠
は
、
全
く
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
申
す
の
で
あ
り
ま

し
よ
う
か
。
話
を
聞
い
て
喜
び
感
激
す
る
涙
は
た
と
え
を
も
っ

て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
熊
谷
入
道
の
話
を
お

聞
か
せ
下
さ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
し
か
す
る

と
、
こ
の
入
道
の
行
い
に
つ
い
て

ひ
た
す
ら
浄
土
を
求
め
て

い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
不
審
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
往

生
を
願
う
信
念
の
浅
い
と
か
深
い
と
か
い
う
こ
と
は
、

ひ
と
え

に
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
に
お
任
せ
申
し
上
げ
る
べ
き
も
の
で
あ
り

じ
ん
じ
・
う

ま
す
。
た
だ
し
、
前
世
か
ら
の
罪
障
は
深
重
で
あ
る
か
ら
、
至

せ
ん
か
た

誠
心
が
あ
っ
て
も
詮
方
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
本
願
を
信
じ
往

生
を
願
い
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
頃
の
名
ば
か
り
の
僧

と
か
新
米
の
憎
の
中
に
は
、
何
も
ご
心
配
に
な
る
ほ
ど
の
こ
と

は
な
い
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
、
ど
ん
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ

う
か
。
こ
の
六
日
か
七
日
の
聞
に
、
是
非
お
目
に
掛
か
り
た
い
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と
思
い
ま
す
。
お
話
し
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
慎
ん
で
申
し
上
げ
ま
し
た
。

四
月

一
日

法
然
御
房
」
(
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
で
あ
っ
た
)
。

礼
紙
の
追
い
書
き
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

「
熊
谷
の
入
道
が
御
房
に
差
し
あ
げ
た
書
状
は
、
そ
の
本
物
を
お

貸
し
願
っ
て
、
読
ん
で
み
た
い
と
存
じ
ま
す
。
書
き
写
し
た
元

の
文
字
が
正
し
く
書
い
て
な
い
の
で
、
読
む
こ
と
が
で
き
な
い

所
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
二
つ
を
比
べ
合
わ
せ
て
見
ょ
う
と
思

い
ま
す
。
手
紙
に
の
せ
で
あ
る
様
子
は
、
全
く
類
例
の
少
な
い

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
本
当
に
往
生
を
遂
げ
る
と
き
の
瑞
相
よ
り

も
、
平
生
に
お
け
る
瑞
相
が
立
ち
ま
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は
尊
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
り
信
じ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

概
に
と
や
か
く
言
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
過
去
世

の
善
根
の
い
た
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
て

言
い
つ
く
さ
れ
ぬ
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
息
子
の
直
家
の
応
接
の
態
度
も
ま
た
す

ば
ら
し
く
、

一
つ
一
つ
の
事
柄
が

み
な
不
思
議
な
世
界
で
す
。

ま
す
ま
す
感
動
の
涙
が
と
ど
め
難
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
お
聞

き
す
る
ま
ま
に
、
使
い
を
差
し
上
げ
た
わ
け
で
す
。
熊
谷
の
入

道
に
対
す
る
お
返
事
の
内
容
が
知
り
た
い
の
で
、
そ
の
下
書
き

が
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、
見
せ
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
ど
ん
な
も

の
で
し
ょ
う
か
」
(
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
で
あ
っ
た
)
。

法
然
上
人
が
、
熊
谷
の
入
道
に
お
送
り
に
な
っ
た
お
返
事
に
、

次
の
よ
う
に
書
い
で
あ
っ
た
。
「
今
度
の
お
手
紙
に
書
い
て
あ
る

事
柄
は
、
全
く
か
れ
こ
れ
申
す
余
地
は
な
く
、
結
構
な
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
実
際
に
往
生
な
さ
れ
る
時
の
瑞
相
よ
り
も
、

ま
さ
っ
て
お
る
よ
う
に
存
じ
ま
す
。
死
ぬ
時
を
知
っ
て
往
生
す

る
人
々
は
、
あ
な
た
ば
か
り
で
な
く
沢
山
お
り
ま
す
。
し
か
し

あ
な
た
の
場
合
の
よ
う
に
、
人
を
び
っ
く
り
さ
せ
る
よ
う
な
こ

と
は
、
こ
の
末
の
世
に
は
他
に
ま
さ
か
あ
り
ま
す
ま
い
。
昔
に

ど
う
し
ゃ
〈

も
、
道
縛
禅
師

一
人
が
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。
く
れ
ぐ
れ
も
、

か
れ
こ
れ
申
す
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は
言
っ

て
も
、
何
事

に
関
し
て
も
、
仏
道
に
は
魔
事
と
い
う
こ
と
で
道
の
妨
げ
に
な

る
大
事
が
あ
り
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
ご
用
心
な
さ
れ
る
の
が
よ

ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
不
思
議
な
瑞
相
を
現
わ
す
に

つ
け
て
も
、
消
息
を
お
聞
き
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
結 層
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構
だ
と
思
う
に
つ
け
て
も
、
心
配
な
こ
と
に
思
わ
れ
ま
す
の
で
、

こ
の
よ
う
に
申
す
の
で
あ
り
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
注
意
な
さ
っ

て
、
仏
に
お
祈
り
申
し
上
げ
な
さ
れ
る
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。

今
度
は
い
つ
ご
上
洛
に
な
り
ま
す
か
。
必
ず
き
っ
と
ご
上
洛
下

さ
い
ま
せ
。
京
都
の
人
た
ち
は
、
大
方
は
誰
で
も
阿
弥
陀
仏
の

本
願
を
信
じ
て
、
念
仏
を
前
よ
り
さ
ら
に
精
を
出
し
て
勤
め
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
け
て
も
、
あ
な
た
も
一
層
精
を
出
し
て

お
勤
め
な
さ
い
ま
せ
。
よ
か
ら
ぬ
よ
う
に
お
思
い
に
な
っ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
精
を
お
出
し
に
な
る
こ
と
は

一
段
と
結
構
な
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
慎
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。

四
月
三
日

源
空

熊
谷
入
道
殿
」
(
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
で
あ
っ
た
)
。

建
永
元
年
(
一
二

O
六
)
八
月
に
、
蓮
生
は
、
明
年
二
月
八

日
に
極
楽
往
生
い
た
し
ま
す
。
私
の
申
す
こ
と
に
万

一
疑
い
の

あ
る
人
は

や
っ
て
き
て
見
る
の
が
よ
い
と
い
う
こ
と
を
記
し

て
、
(
郷
里
の
)
武
蔵
国
の
村
岡
の
町
に
、
高
札
を
た
て
さ
せ
た
。

そ
れ
を
人
づ
て
に
聞
い
た
人
た
ち
が
、
速
い
近
い
を
問
わ
ず
、

蓮
生
の
家
へ
大
勢
の
人
々
が
群
が
り
集
ま
る
そ
の
数
は
、
数
え

切
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
い
よ
い
よ
往
生
の
日
に
な
っ
た
の
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で
、
蓮
生
は
夜
明
け
前
に
体
を
洗
い
清
め
て
、
礼
拝
す
る
台
座

に
上
っ
て
、
高
声
に
声
を
励
ま
し
精

一
杯
に
念
仏
す
る
様
は
、

た
と
え
よ
う
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
多
く
の
人
た
ち
が
目
を

見
張
っ
て
い
る
と
、
少
し
し
て
念
仏
を
や
め
、
目
を
開
け
て
、

「
今
日
の
往
生
は
、
日
を
延
ば
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
次
の

九
月
四
日
に
は
間
違
い
な
く
往
生
の
本
望
を
遂
げ
ま
し
ょ
う
。

皆
様
ま
た
そ
の
日
に
お
い
で
に
な
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
」

と
申
し
た
の
で
、
群
が
り
集
ま
っ
た
人
た
ち
は
、
朗
笑
し
て
帰
つ

た
。
妻
子
や

一
族
の
人
た
ち
は
、
「
世
間
に
顔
向
け
で
き
な
い
行

い
だ
」
と
憂
え
悲
し
ん
だ
の
で
、
蓮
生
は
、
「
阿
弥
陀
仏
の
お
告

げ
に
よ
っ
て
、
こ
の
次
の
九
月
に
往
生
す
る
と
約
束
し
ま
し
た
。

決
し
て
私
の
考
え
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
申
し
て

平
気
で
あ
っ
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
間
も
な
く
月
日
が

た
っ
て
、
春
も
夏
も
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
八
月
の
末
に
、
ち
ょ
っ

と
体
の
具
合
が
悪
か
っ
た
が
、
九
月

一
日
に
、
空
中
に
音
楽
を

聞
い
て
か
ら
は
、
少
し
も
苦
痛
も
な
く
、
身
も
心
も
安
楽
で
あ
っ

た
。
四
日
の
午
前
四
時
ご
ろ
湯
浴
み
し
て
身
を
清
め
、
だ
ん
だ
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ん
と
臨
終
の
し
た
く
を
整
え
た
。
沢
山
の
人
が
再
び
群
が
り
集

ま
る
こ
と
は
、
に
ぎ
や
か
な
町
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

は
や
午
前
十
時
ご
ろ
に
な
る
と
、
法
然
上
人
が
、
弥
陀
・
観
音
・

勢
至
の
三
尊
及
び
沢
山
の
化
仏
や
菩
薩
の
姿
を

一
幅
の
図
絵
に

描
き
現
わ
さ
れ
て
、
大
切
に
納
め
て
お
い
で
に
な
っ
た
弥
陀
知

来
図
を
、
蓮
生
が
京
都
か
ら
武
蔵
の
国
へ
下
向
す
る
と
き
に
、

お
与
え
に
な
っ
た
の
を
お
掛
け
申
し
上
げ
て
、
正
座
し
合
掌
し

て、

声
高
で
念
仏
を
盛
ん
に
称
え
て
、

そ
の
念
仏
と
と
も
に
息

が
絶
え
た
時
、
口
か
ら
光
明
が
差
し
た
。
そ
の
長
さ
は
五
六
寸
(
約

十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
あ

っ
た
。
空
に
は
紫
雲
が
盛
ん

に
た
な
び
き
、

音
楽
が
ほ
の
か
に
聞
こ
え
、
す
ば
ら
し
い
香
り

が
芳
し
く
漂
い
、
大
地
も
震
い
動
い
た
。
不
思
議
な
瑞
相
が
続
々

と
連
な

っ
て
、
五
日
の
午
前
六
時
ご
ろ
ま
で
続
い
た
。
そ
の
次

の
日
の
午
前
零
時
ご
ろ
に
遺
骸
を
棺
に
納
め
る
と
き
に
、
す
ば

ら
し
い
香
り
や
音
楽
が
聞
こ
え
る
な
ど
の
日
出
た
い
し
る
し
の

現
わ
れ
た
こ
と
は
、
以
前
と
同
じ
で
あ

っ
た
。
午
前
六
時
ご
ろ

に
、
紫
雲
が
西
の
方
か
ら
た
な
び
い
来
て
、

屋
根
の
上
に
止
ま
つ

て
い
る
こ
と
が
二
時
間
ほ
ど
あ

っ
て
、
西
方
に
向
か

っ
て
消
え

て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
往
生
の
目
出
た
い
し
る
し
な
ど
の
あ
っ

た
こ
と
は
、
遺
言
に
従
っ
て
聖
覚
法
印
の
手
元
へ
書
い
て
送
つ

た
。
蓮
生
の
往
生
に
現
わ
れ
た
霊
異
が
、
こ
の
上
な
く
実
に
稀

な
こ
と
で
ご
さ
い
ま
し
た
の
で
、
蓮
生
は
、
本
当
に
上
品
上
生

の
往
生
を
遂
げ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
、
人
々
は
話
し
合
つ

た
こ
と
で
あ
る
。

三
十
七
巻

手宣建
暦
二
年

(
一
二
一
二
)
正
月
二
日
よ
り
、
法
然
上
人
は
日

ご
ろ
病
気
で
食
物
を
召
し
上
が
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
が
さ

ら
に
進
ん
で
き
た
。
大
体
こ
の
三
、
四
年
以
来
、
耳
目
が
お
と
ろ

え
て
、
物
を
見
ら
れ
、

音
を
聞
か
れ
る
こ
と
、
と
も
に
明
瞭
で

な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
、
重
篤
の
時
が
近
づ
き
、

か
え
っ
て

聴
覚
と
視
覚
が
昔
と
変
わ
ら
な
い
ほ
ど
鋭
く
な

っ
た
。
そ
れ
を

見
る
人
は
心
か
ら
喜
び
、
不
思
議
な
思
い
を
し
た
。
二
日
以
後
は
、

上
人
は
ま

っ
た
く
余
言
を
交
え
ず
、
ひ
と
え
に
往
生
に
関
す
る

四十八巻伝331 



事
ば
か
り
を
お
話
に
な
り
、
高
声
の
念
仏
を
絶
や
さ
ず
、
睡
眠

の
時
に
も
舌
と
口
は
た
え
ず
動
い
て
い
た
。
同
月
三
日
に
、
あ

る
弟
子
が
「
こ
の
た
び
こ
そ
、
必
ず
往
生
さ
れ
ま
す
か
」
と
尋

ね
申
し
上
げ
る
と
、
上
人
は
「
私
は
も
と
極
楽
に
い
た
身
で
あ

る
か
ら
、
き
っ
と
極
楽
へ
帰
り
行
く
で
あ
ろ
う
」
と
仰
せ
に
な
っ

た
。
ま
た
法
蓮
房
(
信
空
)
が
「
古
来
の
高
徳
の
僧
に
は
み
な

ゆ
い
せ
き

遺
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
上
人
は
寺
院
を
一
つ

も
お
建
て
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ご
入
滅
の
後
は
ど
こ
を
も
っ

て
ご
遺
跡
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
」
と
申
し
上
げ
た
。
上
人
は
「
遺

跡
を

一
か
所
の
堂
塔
に
定
め
て
し
ま
え
ば
、
私
が
こ
の
世
に
残

す
教
法
は
広
ま
ら
な
い
。
私
の
遺
跡
は
諸
国
に
満
ち
あ
ふ
れ
で

い
る
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
念
仏
を
興
し
盛
ん
に
す
る
こ
と
は
、

こ
の
私
が
生
涯
を
か
け
て
教
え
勧
め
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら

念
仏
を
修
す
る
所
は
、
身
分
の
上
下
を
問
わ
ず
、
漁
師
の
粗
末

な
小
屋
ま
で
も
が
私
の
遺
跡
と
な
る
の
だ
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
。

段十

一
日
の
午
前
八
時
ご
ろ
に
、
法
然
上
人
は
起
き
上
が
ら
れ
、

高
声
念
仏
を
さ
れ
た
。
聞
く
人
は
み
な
涙
を
流
し
た
。
上
人
は
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弟
子
た
ち
に
告
げ
て
、
「
お
前
た
ち
も
高
声
に
念
仏
す
べ
き
で
あ

る
。
阿
弥
陀
仏
が
お
迎
え
に
来
ら
れ
た
。
こ
の
仏
の
み
名
を
称

え
れ
ば

一
人
も
往
生
し
な
い
と
い
う
事
は
な
い
」
と
、
念
仏

の
功
徳
を
ほ
め
た
た
え
ら
れ
る
こ
と
、
あ
た
か
も
昔
の
通
り
で

あ
っ
た
。
「
観
音
菩
薩
・
勢
至
菩
薩
な
ど
の
聖
衆
が
こ
こ
に
現
れ

て
お
ら
れ
る
。
見
る
こ
と
が
で
き
た
か
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
が

弟
子
た
ち
は
「
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
」
と
申
し
上
げ
た
。

上
人
は
こ
れ
を
聞
か
れ
て
、
「
も
っ
と
も
っ
と
念
仏
し
な
さ
い
」

と
勧
め
ら
れ
た
。

段同
日
の
午
前
十
時
ご
ろ
に
、
弟
子
た
ち
が
三
尺
(
約
九
O
セ

ン
チ
)

の
阿
弥
陀
の
仏
像
を
お
迎
え
し
、
法
然
上
人
の
病
床
の

右
側
に
据
え
立
て
て
、
「
こ
の
仏
を
拝
ま
れ
ま
す
か
」
と
尋
ね
申

し
上
げ
る
と
、
上
人
は
指
で
空
中
を
指
し
て
、
「
こ
の
仏
の
ほ
か

に
、
ま
た
仏
が
お
い
で
な
る
。
お
前
た
ち
は
見
え
る
か
」
と
仰

せ
ら
れ
、
そ
し
て
「
お
よ
そ
こ
の
十
余
年
前
か
ら
、
念
仏
の
功
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徳
が
積
も
っ
て
、
極
楽
の
様
相
や
仏
菩
薩
の
真
の
お
姿
を
持
み

た
て
ま
つ
る
こ
と
は
、

い
つ
も
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
年
来
、
ず
っ
と
秘
密
に
し
て
誰
に
も
言
わ
な
か
っ
た
。

ま
最
期
が
近
づ
い
て
き
た
の
で
、

お
前
た
ち
に
示
す
の
で
あ
る
」

と
語
ら
れ
た
。
ま
た
弟
子
た
ち
は
、
仏
像
の
御
子
に
五
色
の
糸

を
付
け
て
、
「
乙
れ
を
お
取
り
な
さ
い
ま
せ
」
と
勧
め
申
し
上

げ
る
と
、
上
人
は

7
」
の
よ
う
な
事
は
普
通
の
人
が
す
る
儀
式

で
あ
る
。
私
に
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
事
は
し
な
く
て
よ
い
」

と
仰
せ
に
な
り
、

つ
い
に
糸
を
お
取
り
に
な
ら
な
か
っ
た
。

四
段二

十
日
の
午
前
十
時
ご
ろ
に
、
法
然
上
人
の
住
坊
の
上
に
紫

雲
が
た
な
び
い
て
い
た
。
そ
の
中
に
円
形
の
雲
が
あ
っ
た
。
そ

の
色
は
五
色
で
、
絵
像
の
仏
の
後
光
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
往
来

す
る
人
が
道
す
が
ら
あ
ち
こ
ち
で
こ
れ
を
見
た
。
弟
子
た
ち
が

「こ
の
上
に
紫
雲
が
あ
り
ま
す
。
ご
往
生
が
近
づ
い
て
い
る
の
で

し
よ
う
か
」
と
申
し
上
げ
た
。
上
人
は
「
・
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
。

私
が
往
生
す
る
の
は

一
切
衆
生
の
た
め
で
あ
る
。
人
び
と
に

念
仏
を
信
じ
さ
せ
る
た
め
に
瑞
相
が
現
れ
た
の
だ
」
と
仰
せ
に

な
っ
た
。
ま
た
同
じ
日
の
午
後
二
時
ご
ろ
に
な
っ
て
、
上
人
は

p 

空
を
見
上
げ
て
、

し
ば
ら
く
の
聞
も
目
を
瞬
き
な
さ
れ
な
い
こ

と
が
五
、
六
回
ば
か
り
あ
っ
た
。
看
病
し
て
い
た
人
た
ち
が
不
思

議
に
思
っ
て
、
「
阿
弥
陀
仏
が
お
迎
え
に
来
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
」
と
尋
ね
申
し
上
げ
る
と
、
上
人
は
「
そ
う
だ
」
と
お
答
え

に
な
っ
た
。
ま
た
二
十
四
日
の
正
午
ご
ろ
に
、
紫
雲
が
大
い
に

に

し

や

ま

み

ず

の
お

た
な
び
い
た
。
西
山
の
水
尾
の
峰
で
炭
焼
き
の
人
た
ち
十
余
人

が
こ
れ
を
見
て

(
上
人
の
住
坊
に
)
来
て
報
告
し
た
。
広
隆
寺

に
参
拝
し
て
帰
り
道
の
尼
も
、
そ
の
途
中
で
こ
れ
を
見
て
、

雲
の
た
な
び
く
先
を
)
訪
ね
来
て
、
こ
の
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
た
。

見
た
り
聞
い
た
り
し
た
人
び
と
は

み
な
歓
喜
の
心
を
起
こ
し

た
。

五
段二

十
三
日
か
ら
は
、
法
然
上
人
の
お
念
仏
は
、
あ
る
い
は

一

時
間
、
あ
る
い
は
二
時
間
と
続
き
、
高
声
念
仏
を
休
ま
れ
る
と

き
が
な
か

っ
た
。
二
十
四
日
の
午
後
六
時
ご
ろ
か
ら
、

二
十
五 紫
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日
の
午
前
十
時
ご
ろ
に
な
る
ま
で
は
、
高
声
念
仏
を
続
け
る
こ

と
、
体
を
苦
し
め
る
よ
う
に
、
ず
っ
と
絶
え
間
が
な
か
っ
た
。

弟
子
五
、
六
人
が
交
代
で
念
仏
を
唱
和
す
る
役
に
当
た
っ
た
が
、

唱
和
す
る
役
の
者
が
む
し
ろ
疲
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
上
人
は
年
老
い
て
病
身
で
あ
り
な
が
ら
、

ひ
と
と
き

も
怠
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
っ
た
く
未
曽
有
の
こ
と
で

あ
る
。
集
ま
っ
た
人
び
と
は
出
家
で
あ
れ
在
家
で
あ
れ
、
涙
を

流
さ
な
い
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
二
十
五
日
の
午
前
十

一
時
ご

ろ
か
ら
は
、
上
人
の
念
仏
の
お
声
は
次
第
に
か
す
か
に
な
り
、

高
声
念
仏
が
と
き
ど
き
交
じ
る
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
。
今
ま

さ
に
臨
終
と
な
ら
れ
た
時
、
慈
覚
大
師
(
円
仁
)

か
ら
相
伝
の

九
条
の
袈
裟
を
か
け
て
、
頭
を
北
に
顔
を
西
に
向
け
、

※
「
光

明
は
遍
く
十
方
の
世
界
を
照
ら
し
て
、
念
仏
の
衆
生
を
摂
取
し

て
捨
て
た
ま
わ
ず
」
と
い
う
経
文
を
唱
え
て
、
眠
る
よ
う
に
息

絶
え
ら
れ
た
。
声
が
し
な
く
な

っ
た
後
も
、
な
お
唇
や
舌
を
動

か
さ
れ
る
こ
と
、
十
余
回
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
顔
の
色
は
こ
と
に

鮮
や
か
で
、
容
貌
は
笑
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
た
。
と
き

に
建
暦
二
年

(
一
二
一
二
)
正
月
二
十
五
日
の
正
午
で
あ
っ
た
。

年
齢
は
ち
ょ
う
ど
八
十
歳
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
。
釈
尊
の
ご
入
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滅
の
年
齢
と
同
じ
で
あ
る
。
年
齢
が
等
し
い
と
い
う
だ
け
で
な

み
ず
の
え
さ
る

く
、
干
支
も
ま
た
同
じ
く
壬
申
で
あ
っ
た
。
ど
う
し
て
不
思
議

で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
知
恵
の
灯
は
も
は
や
消
え
、
仏
の

光
も
ま
た
沈
ん
だ
。
身
分
の
上
下
を
問
わ
ず
、
人
び
と
が
上
人

の
ご
入
滅
を
傷
み
悲
し
む
こ
と
は
、
父
母
を
亡
く
し
た
よ
う
で

あ
っ
た
。

段武
蔵
国
の
御
家
人
で
あ
る
桑
原
左
衛
門
入
道
〈
実
名
は
分
か

ら
な
い
〉
と
い
う
人
が
、
法
然
上
人
の
教
導
を
伝
え
聞
き
、
吉

水
の
住
坊
を
訪
ね
て
、
念
仏
往
生
の
教
え
を
授
け
て
い
た
だ
い

た
。
そ
れ
以
来
、

入
道
は
ひ
た
す
ら
(
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
)

信
じ
て
、
称
名
念
仏
ば
か
り
の
行
者
に
な
っ
た
の
で
、
武
蔵
国

へ
帰
国
す
る
こ
と
を
思
い
留
ま
り
、
祇
園
社
の
西
の
大
門
の
北

側
に
住
居
を
定
め
て
、

い
つ
も
上
人
の
住
坊
に
参
り
、
不
審
に

思
う
箇
所
を
尋
ね
て
疑
問
を
解
決
し
、
念
仏
を
怠
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
限
り
な
く
速
い
過
去
か
ら
常
に
苦
界
に
没
し
て
生
死
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を
繰
り
返
し
、
苦
界
か
ら
出
離
す
る
時
を
知
ら
な
い
身
上
で
あ
っ

た
の
に
、
す
ぐ
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
力
に
よ
っ
て
往
生
を
遂

り
ん
ね

げ
、
永
遠
に
生
死
輪
廻
の
紳
を
切
れ
る
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
上

人
の
御
教
え
の
お
陰
だ
と
思

っ
て
、
上
人
に
対
す
る
御
恩
報
謝

の
た
め
に
、
上
人
の
肖
像
を
彫
刻
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
上
人

は
そ
の
志
し
に
感
激
し
て
、

み
ず
か
ら
こ
の
像
を
開
眼
な
さ
れ

た
。
上
人
が
往
生
さ
れ
た
後
は

ひ
た
す
ら
そ
の
像
を
生
き
て

お
ら
れ
る
法
然
上
人
だ
と
思
っ
て
、
朝
夕
に
帰
依
し
仰
ぎ
慕
つ

た
。
こ
の
入
道
は
、
や
が
て
種
々
の
珍
し
い
瑞
相
を
出
現
さ
せ
、

往
生
の
望
み
を
遂
げ
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
長
年

一
緒
に
住

ん
で
い
た
尼
が
生
ま
れ
故
郷
に
下
向
す
る
と
き

そ
の
肖
像
を

知
恩
院
へ
お
送
り
申
し
上
げ
た
。
現
在
、
知
恩
院
の
御
影
堂
に

祭
つ
で
あ
る
木
像
が
そ
う
で
あ
る
。

三
十
八
巻

E量参
議
の
藤
原
兼
隆
卿
が
七
、
八
年
前
に
み
た
夢
の
中
の
こ
と
で

あ
る
。
あ
る
人
が
大
き
な
書
物
を
読
ん
で
い
た
。
そ
れ
を
見
る
と

人
び
と
の
往
生
の
こ
と
が
書
い
で
あ
っ
た
。
も
し
や
法
然
上
人

が
往
生
し
た
と
記
す
箇
所
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
見
て
行
く

と
、
ず
っ
と
後
ろ
の
方
に
「
上
人
が
臨
終
の
時
に
は
※

〈光
明

は
遍
く
十
方
の
世
界
を
照
ら
し
て
、
念
仏
の
衆
生
を
接
取
し
て

捨
て
た
ま
わ
ず
〉
と
い
う
経
文
を
唱
え
て
往
生
な
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
」
と
記
し
で
あ
っ
た
。
兼
隆
卿
は
夢
か
ら
覚
め
た
後
、

れ
を
他
人
に
は
語
ら
な
か
っ
た
が
、
上
人
が
往
生
さ
れ
た
様
相

と
合
致
し
て
い
た
の
で
、
上
人
が
確
か
に
往
生
さ
れ
た
こ
と
を

信
じ
て
い
る
と
の
手
紙
を
送
っ
て
き
た
。

ま
た
上
人
が
往
生
さ
れ
た
日
の
前
後
に
、
人
々
が
見
た
瑞
兆

の
夢
は
多
か

っ
た
。
た
と
え
ば
、
四
条
京
極
に
住
む
箔
打
ち
職

人
の
真
清
は
正
月
十
九
日
の
夜
に
、
東
山
の
法
然
上
人
の
住
坊

の
上
に
紫
雲
が
た
な
び
き
、
あ
る
人
が
「
こ
れ
は
上
人
が
往
生

さ
れ
る
時
に
現
わ
れ
る
雲
で
あ
る
」
と
言
う
夢
を
見
た
。
翌
日

の
午
前
十
時
ご
ろ
に
、
紫
雲
が
上
人
の
住
坊
の
上
に
覆
い
、

ち
ら
こ
ち
ら
で
人
び
と
が
こ
れ
を
見
た
。
ま
さ
に
夢
と
合
致
し

て
い
る
。
上
人
の
弟
子
の
念
阿
弥
陀
仏
は
、
同
月
二
十
三
日
の そあ
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夜
に
、
上
人
の
ご
往
生
の
時
、
紫
雲
と
白
い
光
が
虚
空
に
満
ち
、

芳
し
い
香
り
が
た
だ
よ
う
夢
を
み
た
。

三
条
小
川
に
住
む
倍
従
(
楽
人
)
で
あ

っ
た
信
賢
の
後
家
の

養
女
と
、
仁
和
寺
に
い
た
尼
僧
の
西
妙
は
、

と
も
に
二
十
四
日

の
夜
に
、
明
く
る
日
の
正
午
ご
ろ
に
上
人
が
往
生
な
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
と
い
う
夢
を
み
て
、
驚
い
て
上
人
の
住
坊
に
来
て
、
ご

臨
終
に
遭
う
こ
と
が
で
き
た
。
花
園
の
准
后
の
侍
女
で
あ
る
三

つ
ぽ
ね

河
の
局
が
み
た
二
十
四
日
の
夜
の
夢
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

四
周
に
錦
の
帳
が
か
か
り
、
色
と
り

上
人
の
住
坊
を
見
る
と
、

ど
り
に
鮮
や
か
で
、
ま
た
煙
に
満
ち
て
い
た
。
よ
く
よ
く
眺
め

る
と
、
こ
れ
は
煙
で
は
な
く
、
紫
雲
で
あ
っ
た
。
上
人
が
す
で

に
往
生
さ
れ
た
か
と
思

っ
た
と
た
ん
、
夢
か
ら
覚
め
た
。
花
山

院
の
右
大
臣
(
藤
原
忠
経
)
家
に
仕
え
る
江
内
と
よ
ぶ
侍
、
お

-つ

ま
の
じ
よ
う

よ
び
八
幡
に
住
む
右
馬
允
時
広
の
息
子
で
あ
る
金
剛
丸
は
、
と

も
に
同
日
の
夜
に
上
人
が
往
生
さ
れ
る
次
第
を
夢
に
み
て
、
翌

二
十
五
日
の
早
朝
に
人
々
に
語
っ
た
。

四
天
王
寺
の
松
殿
法
印

〈静
尊
〉
が
二
十
五
日
の
正
午
ご
ろ

に
、
脇
息
に
よ
り
か
か
っ
て
休
息
中
に
見
ら
れ
た
夢
は
、
次
の

ょ
う
で
あ
っ
た
。
上
人
の
ご
往
生
の
時
、
車
の
輪
の
よ
う
な
形

は

つ

ぶ

〈

り

人

や

を
し
た
八
輯
輪
車
が
、
そ
の
八
方
に
伸
び
出
た
輔
の
先
端
ご
と

は
た

に
、
種
々
の
色
の
幡
を
か
け
て
、
東
か
ら
西
へ
転
が
っ
て
行
っ
た
。
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そ
の
時
、
金
色
の
光
が
四
方
を
照
ら
し
て
天
地
に
満
ち
あ
ふ
れ
、

太
陽
の
光
も
覆
い
隠
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
ま
た

一
切
経
の

谷
に
い
た
袈
裟
王
丸
は
二
十
五
日
の
夜
に
、
童
子
が
玉
で
飾
つ

ご
う

ろ

た
幡
を
さ
し
て
、
千
万
も
の
僧
侶
た
ち
が
柄
香
炉
を
手
に
と
っ

て
、
上
人
を
取
り
囲
ん
で
西
へ
行
か
れ
る
光
景
を
夢
に
み
た
。

門
弟
の
隆
寛
律
師
は
上
人
の
初
七
日
に
当
た
っ
て
、

一
畳
夜
の

念
仏
を
勤
め
た
時
、

一
人
の
憎
が
来
て
、
「
上
人
は
早
く
も
往
生

伝
に
書
き
加
え
ら
れ
ま
し
た
」
と
告
げ
る
夢
を
み
た
。
こ
の
他

に
も
人
々
の
夢
の
話
は
多
い
の
で
あ
る
が
、
繁
雑
に
な
る
の
で

詳
し
く
は
記
さ
な
い
。

二
段法

然
上
人
の
住
坊
の
東
の
崖
の
上
に
、
西
側
の
展
望
が
開
け

る
素
晴
ら
し
い
土
地
が
あ

っ
た
。
あ
る
人
が
こ
の
土
地
を
相
続

し
、
自
身
の
墓
地
と
定
め
て
い
た
の
を
、
上
人
が
京
都
に
帰
つ
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て
来
ら
れ
た
後
、
昨
年
の
十
二
月
に
、

そ
の
土
地
の
所
有
者
が

上
人
に
寄
付
し
た
。
所
有
権
を
示
す
書
類
な
ど
を
寄
進
状
に
添

え
て
献
上
し
た
の
で
、
上
人
は
「
源
空
に
譲
り
給
わ
っ
た
の
は
、

三
宝
に
回
向
さ
れ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
み
仏
よ
、
お
受
け
下

さ
い
」
と
言
っ
て
、
火
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、

い
ま
上
人
が
往
生
な
さ
れ
た
時
、
こ
の
地
に
墓
堂
を
建
て
、
石

の
唐
植
を
造
り
、
ご
遺
体
を
お
納
め
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
土
地
に
関
し
て
、
前
も
っ
て
夢
に
み
た
人
び
と
が
多
く
い
た

が
、
そ
の
時
は
何
と
も
な
く
思
っ
て
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、

い
ま
上
人
の
墓
所
と
な
っ
て
み
れ
ば
、
不
思
議
な
思
い
に
か
ら

れ
て
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
夢
の
内
容
を
書
い
て
送
っ
て
き
た
。

そ
の
土
地
の
北
に
あ
る
草
庵
に
身
を
寄
せ
て
い
た
尼
が
先
年
、

童
子
の
姿
を
し
た
天
人
が
こ
の
地
を
行
道
し
て
い
る
夢
を
み
た
。

ま
た
そ
の
草
庵
の
主
が
昨
年
の
十

一
月
十
五
日
の
夜
に
、
こ
の

土
地
に
青
い
蓮
華
が
咲
き
、
金
色
の
光
が
輝
い
た
と
い
う
夢
を

み
た
。
ま
た
隣
家
の
女
性
信
者
が
同
じ
十

一
月
に
こ
の
地
に

様
ざ
ま
な
色
の
蓮
華
が
咲
き
、
そ
れ
ぞ
れ
光
を
放
ち
、
芳
し
い

香
り
が
た
だ
よ
う
夢
を
み
た
。
清
水
寺
に
住
む
憎
が
十

一
月
九

日
の
夜
に
、
夜
叉
な
ど
の
鬼
神
が
群
集
し
て
、
こ
の
地
を
平
ら

け

び

に
な
ら
し
、
石
を
積
み
重
ね
て
い
る
と
い
う
夢
を
み
た
。
検
非

違
使
別
当
入
道
の
藤
原
惟
方
卿
の
娘
〈
あ
る
説
に
は
孫
と
い
う
〉

で
、
粟
田
口
に
住
む
尼
が
上
人
の
ご
往
生
の
後
、

二
月
十
三
日

の
夜
に
み
た
夢
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
上
人
の
お
墓
に
参
詣

し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
八
幡
社
の
ご
神
殿
で
あ
っ
た
。
正
面
の

扉
を
開
け
る
と
、
ご
神
体
が
お
わ
し
ま
し
た
。
そ
ば
に
い
る
人

が
そ
の
ご
神
体
を
指
し
て
、
「
こ
の
方
こ
そ
法
然
上
人
よ
」
と
言

う
の
を
聞
い
て
、
信
仰
心
が
起
こ
り
、
身
の
毛
が
立
ち
、
汗
が

流
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た

一
人
の
婦
人
が
三
月
十
四
日
の
夜
に
み
た
夢
で
、
上
人

の
墓
堂
に
参
っ
た
と
こ
ろ
、
庭
に
様
ざ
ま
な
色
の
蓮
華
が
あ
っ

て、

一
人
の
憎
が
ま
だ
花
び
ら
が
聞
か
な
い
蓮
華

一
茎
を
そ
の

婦
人
に
与
え
て
、
「
こ
の
地
に
参
詣
す
る
者
に
は
、
こ
の
蓮
華

一

茎
を
与
え
よ
う
。
こ
れ
は
往
生
人
の
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
る

印
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
広
く
人
び
と
に
示
し
な
さ
い
」
と
仰

せ
ら
れ
た
。
手
を
合
わ
せ
て
蓮
華
を
受
け
よ
う
と
思
っ
た
ら
夢

が
覚
め
た
。
そ
の
婦
人
は
こ
の
夢
に
驚
い
て
、
上
人
の
お
墓
を
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訪
ね
て
参
る
と
、
土
地
の
景
観
と
い
い
、
墓
堂
と
い
い
、
こ
と

の
次
第
は
少
し
も
夢
と
異
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
深
い
信
仰
心

を
起
こ
し
た
。
こ
の
こ
と
を
世
間
に
広
め
る
と
、
真
心
を
尽
く

し
て
足
を
墓
堂
に
運
ぶ
人
た
ち
は
、
祥
月
(
一
月
)
を
迎
え
る

ご
と
に
、
貴
き
人
も
卑
し
き
人
も
市
の
よ
う
に
群
集
し
、
命
日

(二
十
五
日
)
が
巡
り
来
る
ご
と
に
、
身
分
の
上
下
を
問
わ
ず
連

れ
立
っ
て
参
詣
し
た
。
現
在
、
知
恩
院
と
よ
ぶ
寺
院
が
こ
れ
で

みのマ。
。

段四
条
堀
河
に
材
木
を
売
買
し
て
生
活
す
る
人
が
い
た
。
そ
の

名
前
を
堀
河
の
太
郎
入
道
と
い

っ
た
。
深
く
法
然
上
人
に
帰
依

し
、
念
仏
を
信
じ
て
、
上
人
が
ご
往
生
の
時
に
は
、
墓
堂
の
柱

を
献
上
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
上
人
の
中
陰
の
期
間
の
あ
る
日
の

正
午
ご
ろ
に

一
人
の
老
人
が
上
人
の
お
墓
に
尋
ね
来
て
、
次

の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
私
は
西
山
に
い
る
樵
で
す
。
今
朝
の
午
前

四
時
ご
ろ
に
み
た
夢
に
、

一
人
の
憎
が
現
わ
れ
て
、

〈法
然
上
人

の
墓
堂
の
柱
を
寄
付
し
た
入
道
が
た
だ
今
、
極
楽
に
往
生
し
た
。

お
前
も
墓
堂
に
行
っ
て
上
人
と
結
縁
し
な
さ
い
〉
と
仰
せ
に
な
っ

338 

た
。
そ
れ
で
こ
こ
へ
訪
ね
て
来
た
わ
け
で
す
」
と
。
老
人
の
夢

の
告
げ
に
よ
っ
て
、
墓
堂
に
い
た
憎
た
ち
が
入
道
の
家
へ
行
つ

て
尋
ね
た
。
そ
の
太
郎
入
道
は
病
気
の
た
め
に
、
少
し
前
に
東

い
わ
く
ら

石
蔵
〈
禅
林
寺
の
東
〉
と
い
う
所
に
移
住
し
た
と
い
う
の
で
、

憎
た
ち
が
そ
の
所
へ
行
っ
て
尋
ね
る
と
、
(
太
郎
入
道
の
家
人
は
)

「
柱
を
献
上
し
た
事
も
あ
り
ま
し
た
。
事
情
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に

お
り
ま
し
た
が
、

〈上
人
が
い
つ
も
そ
ば
に
お
ら
れ
て
、
臨
終
が

迫
っ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
、
念
仏
を
お
勧
め
に
な
っ
て
い
る
〉

と
喜
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
今
朝
の
明
け
方
に
往
生
を
遂
げ
ま

し
た
」
と
申
し
上
げ
た
。
訪
ね
て
行
っ
た
憎
た
ち
と
老
人
は

夢
の
告
げ
に
相
違
な
か
っ
た
こ
と
に
感
動
し
、
上
人
に
帰
依
し

結
縁
す
れ
ば
確
か
に
往
生
で
き
る
こ
と
を
喜
び
、
そ
れ
ぞ
れ
涙

を
流
し
た
。

三
十
九
巻

F宣
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法
然
上
人
は
ご
臨
終
の
時
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
遺
言
を
な
さ
っ

て
、
「
私
へ
の
供
養
の
た
め
に
と
い
っ
て
寺
院
を
建
立
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
う
し
た
気
持
ち
が
あ
る
の
な
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
が

所
に
群
が
り
集
ま
ら
ず
、

し
ず
か
に
念
仏
し
て
恩
に
報
い
る
べ

き
で
あ
る
。
も
し
群
集
す
れ
ば
争
い
ご
と
の
原
因
に
も
な
る
」

と
仰
せ
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
蓮
房
(
信
空
)
が
世

聞
の
風
習
と
し
て
、
念
仏
す
る
ほ
か
に
、
七
日
ご
と
の
中
陰
の

仏
事
を
執
り
行
な
う
の
が
よ
い
と
申
さ
れ
た
の
で
、
人
び
と
は

こ
の
意
見
に
従
っ
た
。

初
七
日

導
師
は
信
蓮
房

施
主
は
大
宮
入
道
内
大
臣
〈
実
宗
公
〉

そ
の
調
諦
文
に
は

「
そ
も
そ
も
思
い
め
ぐ
ら
し
て
見
る
と
、
亡
き
師
法
然
上
人
が
ご

在
世
の
こ
ろ
、
弟
子
で
あ
る
私
が
朝
廷
の
政
務
か
ら
退
い
た
時
、

一
心
の
誠
を
尽
く
し
て
十
重
の
禁
戒
(
菩
薩
戒
)
を
受
け
た
。

そ
の
ゆ
え
に
か
の
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
い
、
謹
ん

し

ゃ

ば

で
こ
の
裟
婆
世
界
で
経
典
を
読
諦
す
る
。
こ
れ
を
功
徳
小
さ
き

善
根
だ
と
嫌
う
こ
と
な
か
れ
。
そ
れ
は
必
ず
大
き
な
果
報
を
も

た
ら
す
因
縁
と
な
ろ
う
。
よ
っ
て
極
楽
の
蓮
台
に
生
じ
る
と
い

う
果
報
を
得
る
た
め
に
、
霜
の
降
り
る
早
朝
か
ら
鐘
を
響
か
せ

る
」
と
あ
っ
た
〈
漢
文
を
和
文
に
改
め
る
。
以
下
同
じ
〉。

手量
七
日

導
師
は
求
仏
房

施
主
は
検
非
違
使
別
当
入
道
(
藤
原
惟
方
)

の
孫
〈
名
前
は

不
詳
〉手宣

七
日

導
師
は
住
真
房

施
主
は
正
信
房
湛
空

読
経
の
お
布
施
は
、
中
国
の
書
家
王
義
之
の
書
を
印
刷
し
た
本

で、

一
枚
の
紙
に
十
二
行
、
八
十
余
字
が
書
か
れ
て
い
た
。

西
へ
よ
し
行
く
べ
き
道
の
し
る
べ
せ
よ

昔
も
鳥
の
跡
は
あ
り

け
り

(
施
主
の
和
歌
)

[
鳥
の
跡
と
い
わ
れ
る
王
義
之
の
書
よ
、
西
方
浄
土
へ
の
道
案
内

を
せ
よ
。
昔
か
ら
西
方
往
生
人
の
例
も
沢
山
あ
る
よ
う
に
]
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四
段四

七
日

導
師
は
法
蓮
房
(
信
空
)

施
主
は
良
清

そ
の
調
諦
文
に
「
亡
き
師
の
法
然
上
人
は

一
万
年
続
く
と
い
わ
れ
る
末
法
の
最
初
に
当
た
り
、
阿
弥
陀
仏

の
教
え
こ
そ
唯

一
優
れ
て
い
る
こ
と
を
広
め
ら
れ
た
。
捧
げ
持

ぱ
〈
や

た
れ
た
智
恵
の
剣
は
、
莫
耶
の
名
剣
よ
り
も
鋭
く
、
磨
か
れ
た

戒
律
の
珠
は
、
摩
尼
宝
珠
の
光
よ
り
も
明
る
か

っ
た
。
い
っ
た

い
師
の
ご
逝
去
に
先
立
つ
数
日
前
に
、
遠
く
の
人
は
弥
陀
の
来

迎
の
雲
を
仰
ぎ
、
新
し
い
墳
墓
に
参
詣
し
た
弟
子
た
ち
は
、

度
三
度
と
大
変
強
い
香
気
を
嘆
い
だ
。
釈
尊
の
真
実
の
言
葉
を

忘
れ
ず
、
直
接
に
悟
り
を
求
め
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
上
人
の
明
ら
か
な
教
え
を
謹
ん
で
心
に
留
め
る
」
と
あ
っ
た
。

五
段五

七
日

導
師
は
権
律
師
隆
寛

施
主
は
勢
観
房
源
智

そ
の
調
諦
文
に
「
美
し
く
彩
ら
れ
た

雲
が
軒
を
覆
い
、
近
く
で
見
た
人
も
遠
く
で
見
た
人
も
群
集
し

た
。
芳
し
い
香
り
が
部
屋
に
満
ち
、
私
も
嘆
ぎ
他
の
人
も
嘆
ぎ
、
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賛
嘆
し
た
」
と
あ
っ
た
。

六
段六

七
日

導
師
は
法
印
聖
覚

施
主
は
慈
鎮
(
慈
円
)
和
尚

そ
の
調
諦
文
に
「
仏
弟
子
た

る
私
は
、
法
然
上
人
が
在
世
の
時
に
、

た
び
た
び
経
文
に
つ
い

て
議
論
し

い
つ
も
説
法
に
請
じ
て
き
た
。
昔
も
今
も
上
人
と

結
縁
し
た
い
と
い
う
思
い
は
浅
く
な
い
。
そ
れ
は
衆
生
を
救
済

し
た
い
と
い
う
願
い
と
同
じ
深
さ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
六
七

日
に
当
た
り
、
少
し
ば
か
り
敬
っ
て
経
典
を
読
諦
す
る
。
法
衣

を
捧
げ
て
極
楽
に
送
る
。
そ
れ
が
解
脱
の
た
め
の
衣
と
な
る
。

食
べ
物
を
用
意
し
て
浄
土
に
施
す
。
そ
れ
が
法
悦
と
い
う
食
と

な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
上
人
の
御
霊
は
生
前
の
願
望
に
応
え
て

必
ず
上
品
の
蓮
台
に
生
ま
れ
、
仏
弟
子
た
る
私
は
ま
こ
と
の
思

い
を
も
っ
て
早
く
上
人
の
最
初
の
来
迎
引
摂
を
得
た
い
」
と
あ
っ

た
。
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七
段七

七
日

導
師
は
三
井
寺
(
園
城
寺
)

の
僧
正
公
胤

施
主
は
法
蓮
房
信
空

そ
の
調
諦
文
に
「
亡
き
師
の
法
然
上

人
が
二
十
五
歳
、
私
が
十
二
歳
の
時
、
恐
れ
多
く
も
師
弟
の
契

り
を
結
ん
で
よ
り
、
長
ら
く
五
十
年
の
歳
月
を
積
み
重
ね
た
。

あ
る
日
に
わ
か
に
生
死
の
境
を
隔
て
る
こ
と
に
な
り
、
悲
し
み

の
た
め
に
腸
が
ね
じ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
比
叡
山
の
黒
谷
の
草

庵
に
住
し
て
よ
り
、
京
都
の
白
河
の
住
房
に
移
り
住
む
に
至
る

ま
で

そ
の
聞
に
受
け
た
養
育
の
思
と
い
い
、
教
導
の
厚
意
と

い
い
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
報
恩
の
念
は
、
広
大
な
天
が
尽
き
な

い
の
と
同
じ
く
極
ま
り
な
い
。
そ
こ
で
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
像
を

造
り
、
胎
蔵
界
・
金
剛
界
の
種
子
を
書
き
入
れ
た
。
ま
た

『妙

法
蓮
華
経
』
八
巻
を
刷
り
、

「金
光
明
経
」一

部
を
書
き
写
し
、
も
つ

て
開
眼
・
問
題
の
供
養
を
行
な
っ
た
。

ニ
宝
よ
、
真
心
を
込
め

た
気
持
ち
を
知
見
し
た
ま
え
」
と
あ
っ
た
。

三
井
寺
の
僧
正
(
公
胤
)

は
、
心
か
ら
仏
事
の
導
師
を
望
ま

れ
た
の
で
、
人
び
と
が
思
い
が
け
な
い
気
持
ち
を
し
た
が
、
導

師
と
し
て
様
ざ
ま
な
捧
げ
物
を
携
え
て
来
ら
れ
た
。
そ
の
理
由

が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
が
、
説
法
の
中
で
経
典
の
功
徳
を
讃

え
る
こ
と
が
終
わ
っ
て
後
、

『浄
土
決
疑
抄
』
を
焼
き
捨
て
た
事

情
を
詳
し
く
述
べ
て
、
「
今
日
の
説
法
に
み
ず
か
ら
参
上
し
た
の

は
、
ひ
と
え
に
法
然
上
人
を
誹
誘
し
た
重
い
罪
を
惜
悔
す
る
た

め
で
あ
る
。
上
人
と
面
談
し
た
際
に
、
(
七
簡
条
の
)

一
つ
一
つ

に
つ
い
て
過
ち
の
点
を
直
さ
れ
、
ま
た
わ
が
天
台
宗
の
重
大
事

三
箇
条
が
上
人
の
教
示
に
よ
っ
て
解
決
で
き
た
。
そ
れ
で
私
の

方
こ
そ
門
弟
と
称
す
る
に
足
る
の
だ
。
上
人
か
ら
智
恵
あ
る

言
を
聞
き
、
愚
か
な
私
の
誤
っ
た
著
書
三
巻
を
焼
き
捨
て
た
と

い
っ
て
も
、
先
に
犯
し
た
過
ち
を
嘆
く
涙
を
抑
え
る
こ
と
が
で

き
ず
、
後
悔
の
思
い
を
消
す
こ
と
は
難
し
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て

応
分
の
布
施
を
捧
げ
て
墓
堂
に
参
詣
し
、
真
心
か
ら
の
繊
悔
を

尽
く
し
て
霊
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
。
こ
の
よ
う
に
弟
子
た
る
私
は

ま
こ
と
を
尽
く
し
て
い
る
。
亡
き
上
人
の
魂
よ
、
私
の
志
を
納

め
給
え
」
と
言
っ
て
一棋
を
流
さ
れ
た
の
で
、
聴
衆
の
感
嘆
す
る

声
が
堂
内
に
響
き
、
人
び
と
は
喜
び
の
涙
で
袖
を
濡
ら
し
た
。
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四
十
巻

段法
然
上
人
は
次
の
よ
う
に
仰
せ
に
な
っ
た
。
「
私
が

一
向
専
念

の
教
義
を
立
て
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
人
が
非
難
し
て
、
〈
た
と
え

諸
行
を
修
し
て
も
、
ま

っ
た
く
念
仏
往
生
の
妨
げ
に
は
な
ら
な

い
。
ど
う
し
て
強
引
に

一
向
専
念
の
教
義
を
立
て
る
の
か
。
こ

れ
は
偏
っ
た
見
解
に
固
執
し
た
教
義
で
あ
る
〉
と
い
う
。
こ
の

よ
う
な
非
難
を
す
る
の
は
、
浄
土
宗
の
教
え
の
由
来
を
知
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。『
観
無
量
寿
経
』
に
は
※
〈
一
向
専
念
無
量
寿

仏
〉
と
あ
り
、

「観
経
疏
』
で
は
そ
れ
を
※
〈

一
向
専
念
阿
陀
仏
名
〉

と
解
釈
し
て
い
る
。
も
し
私
が
経
文
や
釈
文
を
離
れ
て
私
的
に

こ
の
教
義
を
立
て
る
な
ら
、
人
か
ら
笹
め
ら
れ
で
も
仕
方
が
な

ぃ
。
人
が
こ
の
非
難
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
初
め
に
釈
尊

を
非
難
し
、
次
に
善
導
大
師
を
非
難
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
省

は
ま
っ
た
く
私
に
は
及
、
ば
な
い
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。

一
向
専
修
の
教
義
を
論
破
し
よ
う
と
す
る
人
が
多
く
い
た
中

の
長
吏
で
、
大
弐
の
僧
正
と
よ
ば
れ

に
、
園
城
寺
(
三
井
寺
)

た
公
胤
が
い
た
。
そ
の
公
胤
が
ま
だ
大
僧
都
で
あ
っ
た
時
、
上
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人
を
誹
誘
し
て
、
「
私
が
読
ん
だ
経
文
で
、
法
然
房
が
読
ん
で
い

な
い
も
の
は
あ
ろ
う
と
も
、
法
然
房
が
読
ん
だ
経
文
で
、
私
が

読
ん
で
い
な
い
も
の
は
ま
さ
か
あ
る
ま
い
」
と
自
賛
し、

『浄
土

決
疑
抄
』
三
巻
を
著
わ
し
て
、
上
人
の

「選
択
集
』
を
論
破
し

ょ
う
と
し
た
。
す
ぐ
に
学
仏
房
を
使
者
に

「浄
土
決
疑
抄
」
を

上
人
の
住
坊
へ
送
ら
れ
た
。
そ
の
時
、
上
人
は
そ
の
使
者
を
前

に
し
て
、
こ
の
本
を
聞
い
て
読
ま
れ
る
と
、
上
巻
の
始
め
に
「
「法

華
経
』

の
中
に
※
〈
即
往
安
楽
〉
と
い
う
文
が
あ
り
、

「観
無

量
寿
経
」
に
※
〈
読
諦
大
乗
〉
と
い
う
句
が
あ
る
。
経
典
を
読

諦
す
る
こ
と
が
極
楽
に
往
生
す
る
の
に
何
の
妨
げ
が
あ
ろ
う
か
。

そ
う
で
あ
る
の
に
、
韓
尊
が
大
乗
経
典
を
読
諦
す
る
行
業
を
廃

止
し
て
、

た
だ
念
仏
だ
け
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
大
い

な
る
誤
り
で
あ
る
」
と
書
い
で
あ
っ
た
。

上
人
は
こ
の
文
を
ご
覧
に
な
り
、
終
わ
り
ま
で
読
ま
ず
に
本

を
傍
ら
に
置
い
て
、
次
の
よ
う
に
仰
せ
に
な
っ
た
。
「
こ
の
僧
都

が
こ
れ
ほ
ど
の
人
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
ま
っ
た
く
最
低
の
と

と
だ
。

一
宗
を
立
て
る
時
に
は
、
廃
立
す
る
(
仮
り
の
教
え
を
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廃
し
て
真
実
の
教
え
を
立
て
る
)
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る

は
ず
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

公
胤
僧
都
が

『
法
華
経
』
を

読
諦
す
る
こ
と
を

『観
無
量
寿
経
』
の
往
生
行
の
中
に
入
れ
ら

れ
た
の
は
、
宗
義
の
廃
立
(
が

一
宗
を
立
て
る
こ
と
に
お
い
て

重
要
で
あ
る
こ
と
)
を
無
視
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
い
え
る
。

も
し
立
派
な
学
者
で
あ
れ
ば
(
そ
の
よ
う
な
批
判
の
仕
方
で
は

華な
経 し

ゑ天
目YG .L>. 

か 旦
れお
るー
嬰蕩
tl'Jか

弱~

毛冨
あ無
る量
か寿
ら産
主言 は

塁塁
寿 r

経?i

に
説
く
往
生
行
の
中
に

『法
華
経
』
を
含
め
る
べ
き
で
な
い
と

非
難
す
る
の
が
妥
当
な
は
ず
で
あ
る
。
今
、
私
が
立
て
た
浄
土

宗
の
教
え
で
は
、

『観
無
量
寿
経
』
が
説
か
れ
た
時
期
前
後
の
も

ろ
も
ろ
の
大
乗
経
典
を
も
っ
て
、
す
べ
て

(「観
無
量
寿
経
』
で

説
く
と
こ
ろ
の
)
往
生
行
の
中
に
包
摂
す
る
の
で
あ
る
。
ど
う

し
て
『法
華
経
」
だ
け
が
漏
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
(
と
こ
ろ
で
、

『観
無
量
寿
経
」
の
中
に
)
す
べ
て
の
大
乗
経
典
を
包
摂
し
た
そ

の
意
図
は
、
(
そ
れ
ら
を
往
生
行
と
し
て
認
め
る
た
め
で
は
な
く
、

む
し
ろ

「観
無
量
寿
経
』
付
属
の
文
に
説
か
れ
る
通
り
、
最
終

的
に
は
)
念
仏
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
(
大
乗
経
典
の
読
誠
)
を
(
住

生
行
か
ら
)
排
除
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
の
で
、

使
者
の
学
仏
房
が
帰
っ
て
こ
の
こ
と
を
語
る
と
、
僧
都
は
口
を

閉
じ
て
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。

M

さ
し
ゅ
う
も
ん
い
ん

に
ん

し

あ
る
と
き
、
宜
秋
門
院
(
九
条
兼
実
の
娘
・
任
子
)
が
後
鳥

い
っ
ぽ
ん

羽
天
皇
の
中
宮
と
な
っ
て
、

一
品
の
宮
(
昇
子
内
親
王
)
を
御

懐
妊
の
時
、
上
人
が
受
戒
の
戒
師
に
召
さ
れ
、
公
胤
が
法
会
の

に
ょ
う
い
ん

導
師
に
参
上
さ
れ
て
、
出
合
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
女
院
の

受
戒
が
終
わ
っ
て
、
上
人
が
退
出
し
よ
う
と
さ
れ
た
時
、
年
預

(
中
宮
職
の
次
官
)
が
来
て
、
「
し
ば
ら
く
お
残
り
下
さ
い
。
〈お

目
に
か
か
り
た
く
存
じ
ま
す
〉
と
大
弐
の
僧
都
御
房
が
伝
え
る

よ
う
に
と
の
こ
と
で
す
」
と
言
う
の
で
、
少
し
の
間
お
待
ち
に

な
っ
て
い
る
と
、
御
経
供
養
が
終
わ
り
、
僧
都
が
来
て
、
「
上
人

に
は
念
仏
の
こ
と
を
お
尋
ね
す
べ
き
で
す
が
、
そ
の
前
に
肝
要

な
事
柄
に
つ
い
て
申
し
た
く
思
い
ま
す
。
東
大
寺
で
授
け
る
戒

が
四
分
律
で
あ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
し
ょ
う

か
」
と
申
さ
れ
た
。
そ
こ
で
上
人
が
東
大
寺
の
戒
が
四
分
律
で

あ
る
埋
由
を
詳
し
く
解
説
さ
れ
た
の
で
、
憎
都
は
自
坊
に
帰
つ

て
か
ら
、
よ
く
よ
く
お
考
え
に
な
る
と
、
上
人
が
中
し
さ
れ
た
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通
り
で
あ
っ
た
。
次
の
日
ま
た
お
会
い
に
な
っ
た
時
、
僧
都
は
「
昨

日
、
上
人
が
仰
せ
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
本
当
に
そ
う
で
し

た
」
と
、
意
外
に
も
上
人
を
敬
い
、
浄
土
の
教
え
に
つ
い
て
談
じ
、

げ
ん
う
ん

同
時
に
話
題
が
他
の
こ
と
に
及
ん
だ
。
そ
の
際
、
僧
都
が
玄
俸

と
い
う
人
の
名
を
「
げ
ん
き
」
と
発
音
さ
れ
た
の
で
、
上
人
が
「
律

宗
の
人
た
ち
が
申
し
ま
す
の
は

「け
ん
う
ん
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

〈
暗
〉
と
書
け
ば

『き
』
と
読
み
ま
す
が
、
〈
揮
〉
と
書
く
場
合
は
「
う

ん
」
と
読
み
ま
す
」
と
申
さ
れ
た
。

す
べ
て
こ
の
よ
う
な
誤
り
な
ど
を
、
七
箇
条
ま
で
訂
正
さ
れ

た
の
で
、
僧
都
が
御
所
を
退
出
し
た
後
、
弟
子
に
「
今
日
、
法

然
房
に
面
会
し
て
、
七
箇
条
の
誤
り
を
訂
正
さ
れ
た
。
い
つ
も

お
目
に
か
か
っ
て
お
れ
ば
、
学
識
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
法

然
房
が
立
て
る
と
こ
ろ
の
浄
土
の
教
え
は
、
釈
尊
の
本
意
に
違

う
は
ず
が
な
い
。
仰
い
で
信
ず
べ
き
で
あ
る
。
あ
の
上
人
の
教

義
を
誘
る
こ
と
、
こ
れ
は
大
き
な
罪
で
あ
る
」
と
言
っ

て
、
即

座
に
自
著
の

「浄
土
決
疑
抄
」
三
巻
を
焼
き
捨
て
ら
れ
た
。
そ

し
て
「
法
然
上
人
は
ま
こ
と
に
博
学
多
識
の
素
晴
ら
し
い
方
で

あ
る
」
と
ほ
め
た
た
え
ら
れ
た
。
公
胤
僧
正
は
顕
教
・
密
教
と

も
に
精
通
し
、
知
識
も
徳
行
も
兼
ね
備
え
て
い
た
の
で
、
法
然
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上
人
を
ほ
め
た
た
え
る
言
葉
は
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ

た
。
上
人
の
中
陰
の
法
要
の
導
師
を
自
ら
望
ん
で
勤
め
、
改
め

て
前
非
を
儲
悔
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

公
胤
は
ひ
と
え
に
上
人
の
教
え
導
き
に
帰
依
し
、
怠
り
な
く

念
仏
を
唱
え
て
い
た
が
、
建
保
四
年
(
一
二
二
ハ
)
閏
六
月

二
十
日
、
七
十
二
歳
の
と
き
、
東
山
の
禅
林
寺
の
近
く
で
往
生

を
遂
げ
ら
れ
た
。
そ
の
時
、
都
の
内
外
で
紫
雲
が
た
な
び
く
の

を
見
た
り
、
往
生
の
瑞
相
が
あ

っ
た
こ
と
を
聞
い
て
、
公
胤
の

住
房
に
群
が
り
集
ま
っ
て
結
縁
す
る
人
び
と
は
数
多
か
っ
た
。

公
胤
僧
正
は
天
台
宗
寺
門
派
の
高
徳
に
し
て
、
顕
教

・
密
教
の

両
宗
に
通
じ
た
学
僧
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
善
い
こ
と

だ
と
聞
け
ば
、
た
だ
ち
に
そ
の
善
い
こ
と
を
行
な
う
と
い
う
人

で
あ
っ
た
か
ら
、
非
を
悔
い
改
め
て
信
心
を
起
こ
し
、

つ
い
に

往
生
の
望
み
を
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
時
代
が
下
が

り
し
か
も
偏
執
の
考
え
を
も
っ
我
ら
は
、
ど
う
し
て
公
胤
の
よ

う
な
昔
の
賢
人
の
行
跡
に
鑑
み
て
、
自
身
を
恥
じ
な
い
こ
と
が

あ
っ
て
良
か
ろ
う
か
。
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二
段

ぜ
い
じ
や
り
ん

京
都
の
西
北
、
栂
尾
に
い
た
明
恵

〈高
弁
〉
は、

『擢
邪
輪
」

三
巻
を
著
わ
し
て

「選
択
集
』
を
論
破
し
よ
う
と
し
た
。
法
然

上
人
の
門
弟
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
非
難
を
加
え
た
の
で
、
明
恵
は

さ
ら
に

『擢
邪
輪
荘
厳
記
』
と
い
う

一
巻
の
本
を
著
わ
し
て
、

そ
の
非
難
を
防
ご
う
と
し
た
。
し
か
し
、
理
に
か
な
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
明
恵
は
こ
の
本
を
著
述
し
た
後
、
ま
す
ま
す
評

判
を
落
と
さ
れ
た
。

民
部
卿
の
入
道
、
藤
原
長
房
卿
は
、
も
と
も
と
明
恵
上
人
に

帰
依
し
て
い
た
人
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
の

『擢
邪
輪
』
の
趣
旨

を
信
じ
て
、
高
野
山
に
い
た
明
遍
僧
都
の
お
目
に
か
け
よ
う
と

な
さ
れ
た
。
そ
の
時
、
僧
都
が
「
何
の
本
か
」
と
お
尋
ね
に
な

る
と
、
長
房
卿
が
「
「選
択
集
』
を
論
破
し
よ
う
と
し
た
本
で
あ
る
」

と
答
え
た
の
で
、
僧
都
が
「
私
は
念
仏
の
行
者
で
あ
る
。
念
仏

を
論
破
し
よ
う
と
す
る
本
を
子
に
も
取
り
た
く
な
い
し
、
目
に

も
見
た
く
な
い
」
と
言
っ

て
お
返
し
に
な

っ
た
。
そ
の
長
房
入

道
も
、
後
に
な

っ
て

『選
択
集
』
の
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞

き
了
解
し
て
か
ら
は
、
か
え
っ
て

「選
択
集
』
の
趣
旨
を
信
じ
て
、

「
ど
ち
ら
の
本
の
方
が
邪
悪
な
教
え
で
あ
ろ
う
か
」
と
言
わ
れ
た

と
い
ゆ
っ
。

そ
の
後
、
仁
和
寺
に
住
ん
で
い
た
昇
蓮
房
が
そ
の

『擢
邪
輪
」

を
持
参
し
て
明
遍
僧
都
に
お
見
せ
し
た
と
こ
ろ
、
明
遍
は
「
お

よ
そ
立
破
(
自
分
の
主
張
を
立
証
し
、
相
手
の
主
張
を
論
破
す

る
こ
と
)

の
方
法
は
、
第

一
に
論
破
す
る
相
手
の
主
張
を
十
分

に
理
解
し
て
か
ら
論
破
す
る
の
が
決
ま
り
で
あ
る
の
に
、
明
恵

上
人
は

『選
択
集
』
の
趣
旨
を
少
し
も
理
解
せ
ず
に
非
難
さ
れ

た
た
め
に
、
そ
の
非
難
は
ま

っ
た
く
当
た
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
な
か
で
も
浄
土
宗
と
異
な
る
教
え
や
見
方
を
も
っ
人
を
大

勢
の
盗
賊
に
た
と
え
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
て
お
ら
れ
る
が
、

補

註

こ
の
た
と
え
は
善
導
大
師
の

『観
経
疏
』
に
出
て
く
る
文
章
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
ま

っ
た
く
法
然
房
の
過
ち
で
は
な
い
。
そ
も

る そ
人も
が生

死
こ を
れ繰
ほり
ど返
ひす

ど逃

走?お
らv 世
れ界
きを
E普
主王
一 、
明 J つ
得レ

Zラ
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と
仰
せ
に
な

っ
た
。

そ
の
明
遍
僧
都
は
、
論
議
の
場
に
お
い
て
疑
い
を
決
し
、
理
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を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
か
け
て
は
日
本

一
だ
と
い
う
評
判
で

あ
っ
た
。
あ
る
と
き
、
明
遍
僧
都
が
甥
の
貞
慶
己
講
〈
解
脱
上

人
の
こ
と
〉
と
兄
の
澄
憲
法
印
に
会
い
、
「
我
ら

一
族
三
人
で

さ
あ
宗
論
(
宗
派
の
優
劣
に
つ
い
て
論
じ
合
う
こ
と
)
を
し
よ
う
」

と
申
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
澄
憲
法
印
が
筆
を
と
っ
て
、
「
三
論
宗
に

明
遍
が
い
て
、
論
敵
の
剣
を
奪
い
取
っ
て
害
を
加
え
る
。
法
相

宗
に
貞
慶
が
い
て
、
細
か
な
事
を
尋
ね
て
も
必
ず
詳
し
く
答
え

る
。
宗
論
し
で
も
到
底
か
な
わ
な
い
」
と
書
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
明
遍
僧
都
が
お
よ
そ

一
生
の
聞
に
論
議
を
し
て
窮

し
た
こ
と
は
な
い
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
明
遍
僧
都
が
批

評
し
て
是
非
を
判
定
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
優
れ
て
い
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
明
恵
上
人
が
参
議
菅
原
為
長
卿
の
と
こ
ろ
へ
お
出
か

け
に
な
っ
た
と
き
、
為
長
卿
が

「擢
邪
輪
』
の
こ
と
を
言
い
出

さ
れ
た
の
で
、
明
恵
上
人
は
「
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が

間
違
い
だ
っ
た
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
、
今
は
後
悔
し
て
お
り

ま
す
」
と
申
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第

段

じ
よ
う
へ
ん

禅
林
寺
に
住
ん
で
い
た
大
納
言
の
僧
都
と
よ
ば
れ
た
静
遍
は
、
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池
の
大
納
言
と
い
わ
れ
た
平
頼
盛
卿
の
息
子
で
、
弘
法
大
師
の

門
流
を
く
む
真
言
宗
の
僧
で
あ
る
。
初
め
は
醍
醐
寺
座
主
の
勝

憲
僧
正
を
師
僧
と
し
て
東
寺
密
教
の
小
野
流
を
受
け
、
後
に
は

仁
和
寺
の
上
乗
院
の
仁
隆
法
印
に
つ
い
て
広
沢
流
を
伝
え
、
密

教
の
修
法
と
教
義
の
両
方
に
お
い
て
特
に
優
れ
て
い
る
と
い
う

評
判
を
得
て
い
た
。
こ
の
静
遍
僧
都
が
浄
土
門
に
入
っ
た
動
機

を
自
ら
次
の
よ
う
に
語
っ
て
、
「
世
間
で
は
み
な

『選
択
集
』
に

帰
依
し
て
、
念
仏
の
教
ゆ
え
に
入
る
も
の
が
多
い
と
い
う
評
判
で

あ
っ
た
の
で
、
ね
た
み
心
を
起
こ
し
て
、

『選
択
集
』
を
非
難
し

て
念
仏
往
生
の
教
え
を
阻
害
し
よ
う
と
思
い
、
批
判
の
文
を
書

く
た
め
の
用
紙
ま
で
準
備
し
て
、

『選
択
集
』
を
取
り
寄
せ
て
読

ん
で
み
る
と

日
ご
ろ
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
と
大
い
に
違
っ
て

い
た
。
濁
り
汚
れ
た
末
世
の
凡
夫
が
生
死
を
繰
り
返
す
迷
い
の

世
界
を
離
れ
る
道
は
、

ひ
た
す
ら
称
名
念
仏
の

一
行
し
か
な
い

と
見
極
め
た
の
で

か
え
っ
て
こ
の
本
を
尊
重
し
て
、
自
ら
の

修
行
の
手
引
き
に
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
。

静
遍
僧
都
は
日
ご
ろ
か
ら
ね
た
み
心
を
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を
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後
悔
し
悲
ん
で
、
法
然
上
人
の
東
山
大
谷
の
墓
所
に
お
参
り
し
、

泣
き
な
が
ら
悔
い
改
め
謝
罪
し
て
、
「
今
日
か
ら
は
上
人
を
師
と

み
た
ま

仰
ぎ
、
念
仏
を
自
行
と
い
た
し
ま
す
。
上
人
の
御
霊
よ
、
ご
覧

に
な
っ
て
私
の
過
去
の
過
ち
を
許
し
た
ま
え
」
と
心
か
ら
訴
え

僧
官
を
辞
任
し
て
自
ら
心
円
房
と
名
乗
り
、

ぞ
〈
ぜ
ん
ち
守
〈
も
ん
ぎ
よ
う
し
よ
う

ひ
た
す
ら
念
仏
を
な
さ
れ
た
。
そ
の
う
え

「続
選
択
文
義
要
紗
』

ら
れ
た
。
そ
の
後
、

と
い
う
書
物
を
著
わ
し
て
上
人
の
教
義
を
助
け
補
い
、
「
一
期
の

所
案
極
ま
り
て
、
永
く
世
の
道
理
を
捨
つ
。
た
だ
阿
弥
陀
を
称

げ

も

ん

え
て
、
語
喋
し
て
常
に
持
念
す
」
と
い
う
偏
文
を
作
っ
て
結
び

と
し
た
。
ま
た
、
唐
の
法
照
禅
師
の

『五
会
法
事
讃
』
の
「
彼

の
仏
国
中
に
弘
誓
を
立
て
た
ま
え
り
。
名
を
聞
き
て
我
を
念
ぜ

ば
惣
べ
て
来
迎
せ
ん
」
に
始
ま
る
七
言
八
句
を
唱
え
て
、
「
?
」
れ

こ
そ
浄
土
宗
の
肝
要
な
ご
文
で
あ
る
」
と
い
つ
も
申
し
て
お
ら

れ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
貞
応
三
年

(
一
二
二
四
)
四
月
二
十
日
、

前
か
ら
の
望
み
ど
お
り
往
生
を
遂
げ
ら
れ
た
。

て
ん
じ
ん

西
域
の
月
氏
国
に
天
親
菩
薩
が
い
て
、
初
め
は
小
乗
仏
教
を

信
仰
し
て
、
五
百
部
の
論
書
を
著
わ
し
て
大
乗
仏
教
を
批
判
し

た
が
、
後
に
は
悔
い
改
め
る
心
を
起
こ
し
て
大
乗
に
帰
依
し
た

の
で
、
大
乗
に
関
す
る
五
百
部
の
論
書
を
著
わ
し
、

か
え
っ
て

大
乗
を
ほ
め
た
た
え
た
。
ま
た
、
中
国
で
は
宋
の
宰
相
に
張
商

英
と
い
う
人
が
い
て
、
秀
才
と
い
う
官
吏
登
用
候
補
者
で
あ
っ

た
若
い
こ
ろ
、
非
常
に
仏
教
を
ね
た
み
憎
ん
で
、

『破
法
論
」
と

い
う
本
を
書
こ
う
と
思

っ
て
深
く
思
案
し
て
い
た
時
、

妻
の
向

氏
が
は
か
り
ご
と
を
用
い
て
、
「
邪
見
だ
と
思
う
説
を
、
よ
く
よ

く
研
究
し
た
上
で
批
判
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、

『維
摩
経
」

三
巻
を
与
え
た
。
そ
こ
で
張
商
英
は
、
こ
の
経
を
読
ん
で
、
悔

い
改
め
る
心
を
起
こ
し
て

『護
法
論
」
と
い
う
本
を
書
き
、
か
え
っ

て
仏
教
に
力
を
添
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
中
国
と
日
本
と
で
は

国
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
邪
を
す
て
正
に
帰
し
た
先
例
は
、
昔

も
こ
の
よ
う
に
あ
っ
た
の
だ
。
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現
代
布
教
研
究

「
葬
儀
に
お
け
る
法
話
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」

一
、
は
じ
め
に

現
代
社
会
に
お
い
て
、

一
般
の
方
が
僧
侶
か
ら
法
話
を
直
接

聴
く
機
会
は
限
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
通
夜
式
や
年
団
法

要
の
場
で
さ
え
も
、
僧
侶
が
法
話
を
し
な
い
と
い
う
声
を
聞
く

こ
と
が
多
い
。

法
話
が
ど
の
く
ら
い
の
割
合
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
ど
の

よ
う
な
内
容
が
説
か
れ
て
い
る
の
か
、
聴
者
は
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
受
け
取
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
現
状
を
調
査
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
我
々
僧
侶
側
も
、
法
話
の
意
義
を
よ
り
客
観
的
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

今
年
度
は
通
夜
・
葬
儀
に
お
け
る
法
話
に
つ
い
て
、
実
際
に
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に
つ
い
て
の
中
間
報
告

現
場
で
対
応
を
さ
れ
て
い
る
葬
儀
社
の
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
戸
打
っ
た
。

ま
ず
過
去
の
デ
l
タ
(
各
宗
派
研
究
紀
要
、

『月
刊
S
O
G
I」

『寺
門
興
隆
」
な
ど
関
連
雑
誌
)
を
収
集
し
、
調
査
方
法
を
検
討

し
た
。
従
来
の
調
査
で
は
デ
l
タ
の
蓄
積
が
不
十
分
と
感
じ
た

た
め
、
新
た
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
対
象
は
、
東
京
・
神
奈
川
・
埼
玉
・
千
葉
の
葬

儀
社
八
九
O
社
で
あ
る
。
有
効
回
答
件
数
は

一
O
一
件
(
回
収

率

一一

.
一二
%
)
。
本
来
で
あ
れ
ば
全
国
的
な
調
査
が
必
要
で
あ

る
が
、
今
回
は
協
力
団
体
か
ら
名
簿
の
提
供
が
得
ら
れ
、
比
較

的
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
が
容
易
で
あ

っ
た
関
東
近
県
の
葬
儀
社
に
絞

る
こ
と
に
し
た
。
本
号
で
は
、
そ
の
中
間
報
告
を
掲
載
す
る
。
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な
お
、
今
回
の
報
告
で
は
記
述
部
の
回
答
を
省
略
し
て
い
る
。

そ
の
内
容
検
討
に
つ
い
て
は
次
号
の
研
究
成
果
報
告
に
記
載
す

る
。
ま
た
記
名
回
答
を
頂
い
た
葬
儀
社
に
は
、
単
純
集
計
結
果

を
送
付
し
た
。

*
回
答
数
に
つ
い
て
は
、
不
明
・
無
回
答
数
を
除
い
て
表
記
し

て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

*
複
数
回
答
の
設
問
に
つ
い
て
は
、
合
計
が

一
O
O
%
に
は
な

り
ま
せ
ん
。

*
今
回
の
調
査
に
あ
た
っ
て
、
全
日
本
葬
祭
業
協
同
組
合
連
合

会
、
全
日
本
冠
婚
葬
祭
互
助
協
会
、
六
月
書
房
、
駿
台
ト
ラ
ベ

ル
&
ホ
テ
ル
専
門
学
校
、
日
本
ヒ
ュ
ー
マ
ン
セ
レ
モ
ニ
ー
専
門

学
校
に
は
、
名
簿
の
提
供
な
ど
手
厚
い
ご
協
力
を
い
た
だ
い
き

ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
・
申
し
上
げ
ま
す
。

葬
儀
に
お
け
る
法
話
の
ア
ン
ケ
ー
ト

貴社 業者 1 侶憎 仏式 貴社

の( ご の (僧{目 の

?詰旦号事 の Z
の つ い地を

ら 4 い)96 震お
り・て 知

そ 31 、ら

の最 せ
は他え 近 は下さ

何件く ( 昏号札 割ムの 全体の い

ら% ------を口 何(
い) お %

で% 知位
す) らで
か せす

司下さ か?空|三

仲 ぃ .郡
介 。 一 一 二竺

問
1 

劃
附
的
に
見
て
、
ど
の
く
ら
い
の
僧
伺
か
出
劃
を
し
て

い
る
と
感
じ
ま
す
か
?

以
下
、

G
を
お
付
け
下
さ
い

1
1
0
1
m
%
 〉
4

・
nu-)nu-o

，
4

つ臼
1

I
A
9
0
-

3

、，・

n
u
-
}
ハu-o

，一、
4
9
{
十
広
U
O守

-
A
.
n
v
}
n
u
-0 

4
1
n
b
{
{Q
U
o
-

5
・

m
w
l

∞%

《
〈

1
i

問
2
.
|出
幸
町
が
多
い
の
は
、
ど
の
宗
派
の
僧
侶
だ
と
感
じ
ま
す

か
? 

「葬儀における法話のアンケート」についての中間報告349 



1
.
天
台
宗

2
.
真
言
宗

3
.
浄
土
宗

5.
日
蓮
宗

6
.
臨
済
宗

7
.
曹
洞
宗

9
.
黄
繋
宗

日
.
そ
の
他
の
宗
旨
(

日
.
宗
派
で
の
違
い
は
感
じ
な
い

問
3
.
法
話
が
多
い
の
は

い
つ
で
す
か
。

3
.
葬
儀
式
の
前

1
.
通
夜
の
前

2
.
通
夜
の
後

4
.
葬
儀
式
の
後

5.
初
七
日
法
要
の
前

6
.
初
七
日
法
要
の
後

7
.
そ
の
他
(

4
.
浄
土
真
宗

8
.
時
宗

1
1
5
分
以
内

5
分
i
m分

一
回
に
つ
き
何
州
出
刷
出
話
が
多
い
-
で
し
ょ
う
か
?

1
・

0
1
5『寸

，
.、

市

i

唱

i
l
ノ

問
4 

2 

4
.
日
分
以
上分

位
)

問
4
ー

ー

出
三
回
の
時
間
に
関
し
て
、
|
ご
意
見
は
ご
ざ
い
ま
す
か
。

(
記
述
回
査

問
5
.
法
言
の
内
密
で
、
特
に
多
い
も
の
3
つ
に

αを
お
付
け

350 

く
だ
さ
い
。

1.
戒
名
・
法
名
に
つ
い
て

2
.
読
経
や
儀
式
の
説
明
(
お
剃
万
、
引
導
な
ど
)

3
.
仏
事
の
作
法
(
お
焼
香
、
合
掌
な
ど
)

4
.
今
後
の
仏
事
の
勤
め
方
(
四
十
九
日
、
年
団
法
要
な
ど
)

5
.
本
尊
の
話
(
仏
様
の
救
い
な
ど
)

6
.
宗
祖
の
話
(
宗
祖
の
言
葉
な
ど
)

7
.
念
仏
、
題
目
、
真
言
な
ど
に
つ
い
て

8
.
亡
き
方
の
行
く
世
界
に
つ
い
て

(
お
浄
土
な
ど
)

9
.
生
ま
れ
変
わ
り
(
輪
廻
)

m.
大
い
な
る

「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
(
自
然
に
還
る
、

L、
0) 

ち
の
パ
ト
ン
な
ど
)

日
.
仏
様
に
よ
る
「
お
迎
え
」
に
つ
い
て

ロ
.
こ
の
世
の
苦
し
み

(
無
常
な
ど
)

日
.
感
謝
、
お
か
げ
さ
ま
、
ご
縁
な
ど

u.
そ
の
他
(
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ら
お
書
き
下
さ
い
。

問
5
1
1
.
法
言
の
内
容
に
、
求
め
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
た

(
記
述
回
答
)

問
5

ー

2.

カ~I(
記
述
回
答
)

し
な
い
方
が
良
か
っ
た
と
い
う
註
は
ご
ざ
い
ま
す

引
州
叶

問

6
引
|
客
観
的
に
み
て
、
心
口
副
首く
法
話
出
何
%
ぐ
ら
い
で
し
ょ

1

0

1
m
%
 

A

斗
ヘ
ハ
U

A

U

/品
川

正

一

ハ

b
l，o
O
《

問
6

ー

1
.

(
記
述
回
答
)

〉
d

・
n
U
A
U
/
O

，
4

円
4
1
1
泊
守

O一

》
〉

-
A
u
n
u
/
O

て

、

泊

品

Z
1
1
F
O
o一

、J
n
u
h
'

F
b
ν
λ
rk
J
n
U
M川

，、《

1
1

そ

は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
し
た
か
。

問
7
.
法
話
に
関
し
て
、
下
一前
一1
1
2
に
つ
い
て
思
い
当
た
る

と
こ
ろ
に

O
を
お
や
け
下
さ
い
。

(
感
じ
る

間
7
l
①
法
話
の
必
要
性
を
感
じ
ま
す
か
。

余
り
感

じ
な
い

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い

問
7
1
2輯
儀
そ
の
も
の
の
劃
倒
的
な
説
明
が
必
要
だ
と
思

感
じ
な
い
)

(
思
う

L、

や
や
思
う

余
り
思
わ
な

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

思
わ
な
い
)

(
思
う

問
7
1
3)ひ
と
り
よ
が
り
な
法
話
が
多
い
と
思
い
ま
す
か
。

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

り
思
わ
な
い や

や
思
う思

わ
な
い

(
思
う

間
引
川
倒
』
法
話
の
内
容
が
分
か
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
か
。

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

な
p 

や
や
思
う

余
り
思
わ

思
わ
な
い
)

-
法
話
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
し
宜
し
け
れ

ば
以
下
も
お
答
え
下
さ
い
。

余

「葬儀における法話のアンケー卜 」についての中間報告351 



①
納
棺
の
時
、
担
当
の
方
は
「
六
文
銭
」
、
「
六
道
」
な
ど
の
説

明
を
さ
れ
ま
す
か
。

1
.
す
る
こ
と
が
多
い

2
.
場
合
に
よ
っ
て
は
す
る

3
.
し
な
い

②
亡
く
な
っ
た
方
を
ど
の
よ
う
に
お
呼
び
し
ま
す
か
。

1
.
「
故
人
」

2.
「
御
霊
(
み
た
ま
こ

3
.
「
ホ
ト
ケ
」

4
.
そ
の
他

①
一

番
よ
く
使
う
言
葉
に
O
を
お
付
け
下
さ
い
。

1
.
「
来
世
」

2
.
「天
国
」

「
浄
土
」

4
.
「極
楽」

3 

5
.
「
あ
の
世
」

6
.
「
黄
泉
の
国
」

7
.
そ
の
他

④
司
会
の
方
が
、
遺
族
の
た
め
に
宗
教
的
な
内
容
の
ア
ナ
ウ

ン
ス
を
さ
れ
る
事
は
あ
り
ま
す
か
。

1
.
す
る
こ
と
が
多
い

2
.
場
合
に
よ
っ
て
は
す
る

3
.
し
な
い

。
ご
意
見
一
そ
の
他
、
法
話
に
限
ら
ず
、
僧
侶
に
対
す
る
ご
意

352 

見
を
忌
惜
な
く
お
記
し
く
だ
さ
い
。

(
記
述
回
答
)

以
上
で
す
。

ご
協
力
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ム、

掌

守、

※ 、ー

童単計 書記て-・ ・・

しヂ
ι-

た回
も 答
のい
をた
お だ
送き

長ま
し し

ま主
てに

は、

調査手後



二
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

て
い
る
と
感
じ
ま
す
か
?

全
体
的
に
見
て
、
ど
の
く
ら
い
の
僧
侶
が
法
話
を
し

問

研究ノート

30 
人

10 

5 
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m
l
∞
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n
u
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u
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a
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t
o
O
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0
1
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o
-
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A-y
t
{
m
o
o
-

n
u
ll
nυ

一0

2
4
14
0
-

、，li
n
U
ノロ

r
、1
1

。ζo一

。

間
2 

法
話
が
多
い
の
は
、
ど
の
宗
派
の
僧
侶
だ
と
感
じ
ま

す
か
?
(
複
数
回
答
可
)

60 
人

50 

40 

30 

20 

10 

宗
派
で
の
違
い
は

感
じ
な
い

そ
の
他
の
宗
旨

黄
禁
宗

時
宗

曹
洞
宗

臨
済
宗

日
蓮
宗

浄
土
真
宗

浄
土
宗

真
言
フ7て

天
台
宗

。
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問
3 

62 

法語基
い
の
は

い
つ

すでか

。
通夜 通夜 の前 儀葬式 の後 f葬式銭

法初 法初 法要初七
要七 要七

の σ〉 の日 の日 の日
同リ f量 前 f圭 後

80 

問4 問
71 4 

70 

1 
60ト 固に

50 つ

い

でし

E よ
5 5 10 15 5 5 10 15 

かっ分 分 分 分
以分内

分 分 分

以内
以 い 以

10 15 上
。

10 15 上 ? 
分 分 分 分

354 
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問
5 

け
く
だ
さ
い
。

87 100 
人

法
話
の
内
容
で
、
特
に
多
い
も
の

3
つ
に
O
を
お
付

80 

46 

39 

60 

40 

20 

そ
の
他

感
謝
、

お
か
げ
さ
ま
、
ご
縁
な
ど

こ
の
世
の
苦
し
み

(無
常
な
ど
)

1
-
仏
横
に
よ
る
「
お
迎
え
」
に
つ
い
て

且
大
い
な
る
「
い
の
ち
」
に
つ
い
て

(自

』
然
に
還
る
、
い
の
ち
の
バ
ト
ン
な
ど
)

園
生
ま
れ
変
わ
り

(輪
廻
)

L

亡
き
方
の
行
く
世
界
に
つ
い
て
(
お

且
浄
土
な
ど
)

念
仏
、
題
目
、真吾一
一
固
な
ど
に
つ
い
て

宗
祖
の
話

(宗
祖
の
言
葉
な
ど
)

本
尊
の
話

(仏
様
の
救
い
な
ど
)

今
後
の
仏
事
の
勤
め
方
(四
十
九
日
、

年
四
法
要
な
ど
)

仏
事
の
作
法
(
お
焼
香
、
合
掌
な
ど
)

読
経
や
儀
式
の
説
明
(
お
剃
力
、

引

導
な
ど
)

戒
名
・
法
名
に
つ
い
て

。

問
6 

客
観
的
に
み
て
、
心
に
響
く
法
話
は
何
%
ぐ
ら
い
で

し
よ
う
か
。

問
7 

法
話
に
関
し
て
、

下
記
①
3
④
に
つ
い
て
思
い
当
た

る
と
こ
ろ
に

O
を
お
付
け
下
さ
い
。

問
7
l
①
法
話
の
必
要
性
を
感
じ
ま
す
か
。

19 

o
jh
m
N
6
 

8

H

H

O
一

nu
ll
nυ
宇

o

aua1
1
Qu
o
-

nv
j
h
nu
-
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A
M
y
a
u
o
+
 

nu
j
h
nu
〆
0

9
』

凋

斗

O

、J
i
llnu
一o

r
，、
1
1

つら
O
一

感
じ
な
い

E・・---圃
言どあ
えちま
ならり
いと感
もじ

な
L、

67 

80 
人

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

。
や
や
感
じ
る

感
じ
る
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い
ま
す
か
。

問
7
l
②

葬
儀
そ
の
も
の
の
具
体
的
な
説
明
が
必
要
だ
と
思

80 
人

70 

60 

田
山
わ
な
い

あ
ま
り
思
わ
な
い

y」主
f
h
J
シ
E
U

吾
一
口
え
な
い

や
や
田
山
-
つ

田，山
つ

50 

問
7 

③ 
ひ
と
り
よ
が
り

主
話

2 
い
と
思
し、

ま
す
か

80 
人

70 

60 

や
や
田
山
-
つ

思
わ
な
い

あ
ま
り
思
わ
な
い

戸
」
ゃ
っ
、
h
d
シ
」
+
U

言
え
な
い

田
'也、
つ

50 

問
7
|④
法
話
の
内
容
が
分
か
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
か
。

80 
人

50 

40 

20 

70 

60 

三
、
お
わ
り
に

10 

356 

思
わ
な
い

あ
ま
り
恩
わ
な
い

ど
ち
ら
と
も

言
え
な
い

や
や
思
う

思
つ

。

今
回
の
単
純
集
計
の
調
査
結
果
の
み
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず

問
1
の
結
果
と
し
て
通
夜

・
葬
儀
に
お
け
る
法
話
の
実
施
率
は

決
し
て
少
な
く
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
法
話
の
内

容
に
は
大
い
に
問
題
が
あ
る
よ
う
だ
。
問
6
、
問
7

|
①

の
数

字
を
み
て
み
る
と
、
独
り
よ
が
り
な
法
話
や
わ
か
り
に
く
い
法

話
も
少
な
く
な
い
。
あ
く
ま
で
葬
儀
社
に
よ
る
客
観
的
な
視
点

で
は
あ
る
も
の
の
、
心
に
響
く
法
話
と
な
っ
て
い
な
い
の
が
現
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状
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
問

7
l①
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
、
葬
儀
社
と
し
て
も
法
話
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て

い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
僧
侶
の
法
話
に

対
す
る
要
望
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
。
詳
し
く
は
次
号
に
て
報
告

す
る
が
、
僧
侶
の
勉
強
不
足
を
指
摘
し
た
記
述
や
、
法
話
の
内

「葬儀における法話のアンケートjについての中間報告

容
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
も
み
ら
れ
た
。
我
々
僧
侶
は
こ
れ
ら

の
意
見
を
真
撃
に
受
け
止
め
、
法
話
の
内
容
も
含
め
て
自
ら
の

姿
を
客
観
的
に
見
つ
め
直
す
よ
い
機
会
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

問
2
に
よ
る
と
宗
派
に
よ
る
法
話
の
回
数
に
差
が
み
え
る
が
、

実
際
に
は
各
宗
派
の
総
体
的
な
信
者
数
の
差
や
、

地
域
ご
と
の

各
宗
派
に
お
け
る
寺
院
数
に
も
パ
ラ
つ
き
が
あ
る
の
で
、
こ
の

デ
ー
タ
を
そ
の
ま
ま
宗
派
ご
と
の
法
話
の
頻
度
と
受
け
取
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
今
回
は
サ
ン
プ
ル
数
が
充
分
で
な
い

た
め
、
地
域
別
の
寺
院
数
な
ど
と
の
ク
ロ
ス
集
計
は
見
合
わ
せ

た
な
お

，6.. 
7 

回
の
報
止と
仁ヨ

で
は
記
述
回
答
を
省
略
し
て

る
た
め

個
々
の
設
問
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
は
行
っ
て
い
な
い
。
記

357 

述
部
を
含
め
て
、
次
号
の
掲
載
と
す
る
。



明
治
期
の
浄
土
教
団
の
総
合
的
研
究

明
治
期
に
お
け
る
法
然
上
人
像
の
変
容

ー
植
村
正
久
「
黒
谷
の
上
人
」
を
め
ぐ
っ
て
1

は
じ
め
に

植
村
正
久
(
一
八
五
八
j
一
九
二
五
)
は
、
近
代
キ
リ
ス
ト

教
徒
を
代
表
す
る
人
物
の

一
人
で
、
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教

会
形
成
の
中
心
指
導
者
と
も
い
わ
れ
る
。
植
村
は
、
安
政
四
年

八
五
八

上
総
国
山
辺
郡
武
謝
田
村

現

千

責
山
武
市

説

江
戸

芝
露
月
町
/ 
現

夏
京
都
港
区

福

生
ま
れ
た

明
治
維
新
後
、
当
家
所
行
の
地
、
上
総
国
山
辺
郡
蓮
沼
村
に
帰

農
す
る
も
、

一
家
の
生
活
は
困
窮
を
極
め
た
。
十
歳
の
と
き

家
族
と
と
も
に
横
浜
に
移
り
、
十
四
歳
で
米
国
オ
ラ
ン
ダ
改
革

派
教
会
宣
教
師
パ
ラ
の
私
塾
を
経
て
、
翌
年
日
本
基
督
公
会
(
現

横
浜
海
岸
教
会
)

で
洗
礼
を
受
け
、
宣
教
師
ブ
ラ
ウ
ン
の
私
塾

358 

に
入
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
植
村
は
、
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

宣
教
の
第
一
源
流
で
あ
る
横
浜
バ
ン
ド
に
身
を
置
い
た
。

そ
の
後
、
明
治

一
O
年

(
一
八
七
七
)
に
は
、
東
京
の
自
宅

に
下
谷

一
致
講
義
所
を
設
立
(
翌
年
に
は
教
会
に
昇
格
)
、
番
町

一
致
教
会
、
日
本
基
督

一
番
町
教
会
、
同
富
士
見
教
会
の
牧
師

と
し
て
、
教
会
の
形
成
と
伝
道
に
そ
の
生
涯
を
捧
げ
た
。
ま
た

明
治
学
院
大
学
神
学
部
教
授
と
し
て
教
鞭
も
執
っ
た
。

そ
の

一
方
、
植
村
は
、
宗
教
の
社
会
参
ノ
加
は
、
社
会
事
業
を
も
っ

て
し
て
で
は
な
く
、

言
論
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
と
の
信
念

か
ら
、
福
音
週
報
』
(
後
に

『福
音
新
報
」
と
改
名
)
『日
本
評
醤

な
ど
の
出
版
事
業
や

『真
理

一
斑
』
な
ど
の
著
述
活
動
を
行
っ
た
。

そ
れ
ら
の
活
動
を
基
盤
と
し
て
、
「
内
村
鑑
三
不
敬
事
件
」
へ
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の
積
極
的
発
雪
円
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
事
件
に
関
し
て
井
上

哲
次
郎
を
批
判
、

ま
た
、
本
郷
教
会
牧
師
海
老
名
弾
正
と
の
論

争
を
繰
り
広
げ
る
等
、
雄
弁
の
士
で
も
あ
っ
た
。

今
回
取
り
上
げ
る
「
黒
谷
の
上
人
」
と
い
う
論
文
は
、
植
村

が
明
治
四
四
年
(
一
九

一一

)
に
発
刊
し
た
雑
誌
、
「
宗
教
及
び

文
芸
」
三

(
一
九

一一

年
三
月
)
に
掲
載
さ
れ
、
日
本
に
お
け

る
近
代
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
法
然
上
人
論
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
雑
誌
は
、
キ
リ
ス
ト
教
教
義
か
ら
文
学
へ
と
い
う
限
定
的

な
視
座
で
は
な
く
、
広
義
に
捉
え
ら
れ
た
宗
教
の
学
問
・
学
芸

詩
文
な
ど
言
語
を
基
盤
と
し
た
思
想
の
領
域
へ
の
関
わ
り
が
意

因
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
第
三
号
の
書
評
に
は

キ
リ
ス
ト
教
関

係
以
外
に
も
、
村
岡
典
嗣

『本
居
宣
長
』、
西
田
幾
多
郎

『善
の

研
究
』、
矢
吹
慶
輝

『阿
弥
陀
仏
の
研
究
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
な
立
場
か
ら
、
法
然
上
人
の
事
跡
と

思
想
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
の
論
文
の
内
容
を
簡
明
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思

ぅ
。
こ
の
論
の
冒
頭
で
植
村
は
、
同
年
二
月
二
七
日
、
明
治
天

皇
よ
り
宣
下
さ
れ
た
明
照
大
師
号
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
ま

さ
に
こ
の
時
は
、
法
然
上
人
の
七
百
年
御
思
正
当
の
年
で
あ
り
、

そ
の
後
に
控
え
た
親
驚
聖
人
六
百
五
十
年
法
要
と
も
合
わ
せ
て
、

浄
土
系
教
団
の
教
勢
が
世
に
示
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
続
い
て
、
植
村
に
よ
る
法
然
上
人
の
生
涯

・
思
想
に

つ
い
て
の
評
価
と
、
浄
土
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
比
較
論
が
展

関
さ
れ
る
。

ま
ず
、
植
村
の
法
然
上
人
に
対
す
る
思
想
面
で
の
評
価
に
は

三
点
あ
り
、

日
本
全
国
に
信
者
や
弟
子
を
増
や
し

一
点
目
は
、

た
と
い
う
こ
と
、

二
点
目
は
、
法
然
上
人
の
父
漆
間
時
国
の

「敵

人
を
討
つ
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
遺
言
は
、
仏
教
の
慈
悲
忍
辱

の
教
え
が
、
日
本
国
民
に
与
え
た
感
化
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
、

三
点
目
は
九
条
兼
実
が
自
分
の
女
婿
を
と
の
求
め
に
、
親
驚
を

推
薦
し
た
こ
と
に
ふ
れ
、
妻
帯
主
義
の
実
質
的
首
唱
で
あ

っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
こ
の
こ
と
は
、
木
下
尚
江

『法
然
と
親
驚
」

か
ら
の
影
響
に
よ
る
)
。

次
に
浄
土
教
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
比
較
論
で
あ
る
が
、
植
村

は
法
蔵
菩
薩
因
位
時
の
姿
を
キ
リ
ス
ト
教
の
賄
罪
論
と
結
び
付

け
て
い
る
。
こ
の
植
村
の
浄
土
教
理
解
は
、
他
の
汎
神
論
的
仏
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教
諸
派
よ
り
も
、
法
然
浄
土
教
の
根
幹
に
あ
る
法
蔵
菩
薩
因
位

謂
を
キ
リ
ス
ト
教
の
賄
罪
論
に
近
似
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
人
格
的
本
尊
を
信
仰
す
る
こ
と
を
高
く
評
価

す
る

一
方
、
神
話
に
基
づ
く
人
格
的
本
尊
は
、
人
々
の
信
仰
上

の
渇
望
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教

に
よ
っ
て
全
う
さ
れ
る
と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
を
主
張

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
植
村
の
分
析
は
、
仏
教
の
真
理
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い

て
全
う
さ
れ
る
と
す
る
も
の
で
、
仏
教
に
よ

っ
て
キ
リ
ス
ト
教

の
信
仰
に
い
た
る
効
用
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
困
難
で
あ

ろ
う
と
す
る
。
こ
の
植
村
の
仏
教
把
握
に
つ
い
て
、
先
行
研
究

で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
浄
土
教
」
論
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
仏
教
把
握

で
あ
る
か
ら
、
教
理
や
信
仰
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
そ

れ
に
優
位
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し

て
は
、
当
然
の
仏
教
評
価
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
本
研
究
に
お
い
て
は
、
植
村
に
お
け
る
浄
土
教
と

キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
論
の
検
討
が
目
的
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、

こ
の
こ
と
を
問
題
視
し
な
い
。
本
研
究
の
関
心
は
、
キ
リ
ス
ト
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教
者
の
植
村
が
、
何
故
法
然
上
人
を
取
り
上
げ
た
の
か
に
あ
る

こ
と
を
初
め
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

つ
ま
り
、
浄
土
教
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教
を
優
位
に
据
え
る
植

村
が
、
何
故
法
然
上
人
を
取
り
上
げ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
近
代
に
お
け
る
法
然
上
人
像
と
人
間
観

の
変
容
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
こ
の
植
村
論
文
が

参
考
文
献
と
し
て
あ
げ
る
同
時
代
諸
論
と
の
検
討
を
通
じ
て

明
治
期
に
お
け
る
法
然
上
人
像
の
変
容
の
特
殊
性
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
た
い
。

一
、
近
代
的
価
値
観
に
基
づ
く
法
然
上
人
伝
の
形
成

こ
の
「
黒
谷
の
上
人
」
に
は
、
参
考
文
献
が
記
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
真
宗
聖
教
大
全

『黒
谷
上
人
の
伝
』
(
一
九
O
三
年

一二
月

一
八
日
発
行
)
、
木
下
尚
江

「法
然
と
親
驚
」
(
一
九

一
O

年
二
月

一
O
日
発
行
)
、
須
藤
光
暗

『法
然
上
人
」
(
同
年
二
月

三
日
発
行
)
、
望
月
信
亨
『
法
然
上
人
正
伝
」
(
同
年
二
月

一
五

日
発
行
)
、

の
四
冊
で
あ
る
。
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こ
の
中
で
、
ま
ず
真
宗
聖
教
大
全

『黒
谷
上
人
の
伝
』
は
、

そ
の
内
容
が

『法
然
上
人
行
状
絵
図
』
と
同
様
で
あ
り
、
活
字

版
の
法
然
上
人
伝
は
利
便
性
が
高
く
、
引
用
の
基
本
史
料
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

次
の
望
月
信
亨
(
一
八
六
九

1
一
九
四
八
)

の

『法
然
上
人

正
伝
』
を
取
り
上
げ
る
と
、
こ
の
著
作
は
、
法
然
上
人
七
百
年

御
忌
に
向
け
て
の
出
版
物
で
あ
る
。
本
書
に
先
立
っ
て
望
月
は
、

『法
然
上
人
全
集
」
の
編
纂
に
携
わ
る
が
、
す
で
に
そ
こ
に
は
、

持
色
あ
る
編
集
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

凡
そ
本
集
編
纂
の
体
裁
は
、
舜
昌
以
前
の
史
籍
に
就
き
て
、

其
の
著
作
、
法
語
、
消
息
、
説
話
等
の
確
と
し
て
疑
ふ
べ
か

ら
ざ
る
も
の
は
、
収
め
て
釆
γ¥之
を
本
文
に
集
録
し
、
行
状

記
伝
等
に
か
〉
る
者
は
、
之
を
付
録
第

一
に
纂
輯
せ
り
。
其

の
真
偽
詳
ら
か
な
ら
ざ
る
も
の
は
則
皆

一
併
し
て
之
を
付

録
第
二
に
編
集
し
、
人
を
し
て
玉
石
同
架
の
中
に
、
自
ら
瓦

離
を
捨
て
〉
以
て
珠
玉
を
拾
は
し
め
ん
こ
と
を
切
望
し
、
兼

ね
て
亦
学
者
を
し
て
薫
殖
を
弁
じ
浬
滑
を
分
つ
の
料
に
備

へ
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り

こ
の
よ
う
に
望
月
は
、

『法
然
上
人
全
集
』
の
編
集
方
針
と
し

て
、
鎌
倉
期
舜
昌
の
手
に
な
る
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
」
以
前

の
遺
文

・
説
話
に
つ
い
て
、
考
証
に
耐
え
う
る
の
み
を
本
文
に

収
録
し
、
そ
れ
以
外
を
付
録
に
収
録
す
る
と
い
う
、
近
代
的
な

史
料
批
判
に
基
づ
く
な
法
然
上
人
遺
文
集
の
編
纂
を
目
的
と
し

て
い
る
。
こ
の
『
法
然
上
人
全
集
』
出
版
に
続
く
事
業
が
、

「法

然
上
人
正
伝
』
で
あ
っ
た
。
望
月
に
よ
れ
ば

古
よ
り
化
導
の
跡
を
記
す
る
も
の
頗
る
多
く
、
別
伝
を
撰
集

し
て
、
宝
蝿
を
後
毘
に
伝
へ
し
も
の
亦
少
か
ら
ず
。
然
れ
ど

も
或
は
事
実
を
謬
り
、
若
し
く
は
之
を
誇
大
に
す
る
の
み
な

ら
ず
。
往
々
に
し
て
巷
談
但
説
に
附
会
し
て
、
以
て
真
を
濫

る
も
の
あ
り
。
加
之
、
上
人
の
滅
後
、
異
義
多
端
に
し
て

互
い
に
排
携
を
事
と
し
、
正
統
を
称
す
る
に
及
ん
で
、
こ
と

さ
ら
に
真
偽
を
錯
簡
し
、
虚
実
を
顛
倒
し
て
、
自
家
に
便
せ

し
も
の
、
亦
五
三
に
し
て
止
ま
ら
ず
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今
蕗
に
上
人
七
百
年
の
御
忌
を
迎
ふ
る
に
際
し
、
謹
み
て
本

伝
を
編
纂
し
て
、
化
導
の
実
事
品
』
記
し
、
且
は
大
師
上
人
の

慈
恩
の
万

一
に
酬
い
奉
り
、

E
は
遺
法
の
弟
子
を
し
て
、
之

を
捧
読
し
て
、
益
、
崇
敬
の
念
を
生
ぜ
し
め
ん
と
願
ふ
所
也

と
、
古
来
よ
り
法
然
上
人
の
伝
記
に
諸
種
多
様
あ
り
、
そ
の
内

容
に
誤
謬
や
誇
大
な
表
現
が
見
ら
れ
、
俗
説
に
と
ら
わ
れ
て
真

実
を
伝
え
て
い
な
い
も
の
が
ま
ま
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
法

然
門
下
諸
流
は

そ
れ
ぞ
れ
が
正
当
性
を
主
張
し
、
諸
説
紛
々

と
し
た
現
状
で
あ
る
。
そ
ご
で
、
法
然
上
人
七
百
年
御
忌
に
際
し
、

新
た
に
伝
記
を
作
成
し
、
化
導
の
実
事
を
記
し
て
、
報
思

・
教

化
の
基
と
し
た
い
と
い
う
強
い
決
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
望
月
は
、
諸
伝
に
説
か
れ
る
法
然
上
人
の
事
跡
に
つ

い
て
の
真
偽
判
定
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
化
導
の
実
事
」
に

基
づ
く
法
然
上
人
伝
、
す
な
わ
ち
事
実
史
と
し
て
の
法
然
上
人

伝
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の

『法
然
上
人
正
伝
』
は
、
史
料
批
判
に
基
づ
き
事
跡
の

取
捨
選
択
を
行
い
、
編
年
体
で
書
か
れ
た
画
期
的
な
法
然
上
人

伝
で
あ
っ
た
。
き
た
る
七
百
年
御
思
に
向
け
た
、
浄
土
宗
内
の
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学
術
成
果
と
し
て
、
事
実
史
と
し
て
の
法
然
上
人
伝
を
目
標
と

し
て
打
ち
出
し
、

「法
然
上
人
行
状
絵
図
」
と
い
う
、
多
様
な
事
跡

人
物

・
法
語
・
説
話
か
ら
成
り
立
っ
た
、
総
合
的
な
伝
記
か
ら
、

主
要
な
出
来
事
を
抽
出
し
、
祖
師
の
業
績
に
焦
点
を
合
わ
せ
た

伝
記
を
作
成
す
る
作
業
で
も
あ
っ
た
。
こ
の

『法
然
上
人
正
伝
」

こ
そ
、
近
代
以
降
浄
土
宗
内
の
伝
記
作
成
の
指
針
と
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
植
村
が
参
照
し
た
浄
土
宗
側
の
資
料
は
、
近
代

的
な
方
法
に
基
づ
く
画
期
的
な
法
然
上
人
伝
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
植
村
は
、
須
藤
光
輝

『法
然
上
人
』
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
、
文
学
的
法
然
上
人
伝
を
も
参
照
し
て
い
る
。
こ
の
須
藤

光

障

(
一
八
五
七

i
一
九
二
二
、
須
藤
南
翠
と
も
)

は
、
明
治

を
代
表
す
る
作
家
の
ひ
と
り
で
、
明
治
二
十
年
代
に
は
饗
庭
箪

村

(
一
八
五
五

i
一
九

と
共
に
文
壇
の
二
巨
星
と
称
せ

ら
れ
、
新
聞
小
説
な
ど
で
人
気
を
博
し
て
い
た
。

須
藤
は
、
法
然
上
人
の
伝
記
小
説
執
筆
に
先
立
ち
、
親
鷺
と

空
海
の
伝
記
小
説
を
も
著
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
著
述
方
針
に
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は
、
共
通
点
が
あ
り
、
例
え
ば

『
愚
禿
親
驚
』
に
は
、

本
書
は
、
主
と
し
て
親
驚
聖
人
が
遁
世
の
動
機
と
、
制
事
塞
京

肉
の
随
戒
を
打
破
し
て
、
俗
人
と
共
に
成
仏
の
大
道
を
聞
き

し
と
、
辺
土
に
隠
れ
て
真
宗
を
立
教
し
た
る
と
の
三
綱
を
掲

げ
、
他
は
概
ね
省
略
に
従
い
た
れ
ば
、
厳
正
な
る
伝
記
と
し

て
甚
だ
し
く
物
足
ら
ぬ
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
小
説
と
し
て
は
、

余
り
に
奇
蹟
に
遠
ざ
か
り
て
、
崇
虚
、
興
趣
と
も
に
相
失
し

た
る
感
な
き
に
あ
ら
ず
、
是
も
亦
補
修
ど
合
要
す
べ
き
も
の
の

一
な
る
べ
し

こ
こ
で
は
、
こ
の
親
鷺
の
伝
記
小
説
の
輪
郭
に
つ
い
て
述
べ

た
箇
所
で
あ
る
が
、
本
書
の
中
心
課
題
が
、
親
鷺
の
遁
世
の
動

機
と
肉
食
妻
帯
の
禁
を
破
っ
て
、
僧
俗
共
に
成
仏
の
大
道
を
開

い
た
こ
と
を
明
か
す
こ
と
に
あ
っ
た
た
め
、
通
常
の
宗
教
小
説

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
奇
蹟
の
記
述
に
は
距
離
を
置
い
て
い
る

旨
が
述
べ
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た

『空
海
」
の

場
合
も
同
様
で
、

そ
の
他
多
く
の
奇
蹟
に
し
て
、
神
話
的
興
味
を
有
す
る
も
の

な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
、
大
師
の
如
き
は
奇
蹟
を
以
て
偉
大
な

る
高
祖
に
あ
ら
ず
、
其
の
神
識
、
其
の
偉
業
、
そ
れ
自
身
が

遍
く
世
間
を
超
絶
し
て
、
出
世
間
的
権
者
と
な
り
し
も
の
な

れ
ば
、
余
は
力
め
て
奇
蹟
を
避
け
ん
と
せ
り

と
、
空
海
に
つ
い
て
は
、
そ
の
宗
教
的
奇
蹟
を
以
っ
て
、
評
価

す
る
の
で
は
な
く
、
空
海
自
身
の
精
神
性
や
、
具
体
的
な
偉
業

に
よ
っ
て
、
評
価
す
べ
き
で
あ

っ
て
、
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
記
述
を
避
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
法
然
上
人
の

伝
記
に
つ
い
て
も
、

政
権
の
推
移
、
制
度
の
更
革
、
民
心
の
其
堵
に
安
ぜ
ら
る
こ

と
、
是
時
よ
り
甚
だ
し
き
は
莫
し
。
此
の
昏
迷
惑
乱
殆
ど
帰

趣
を
知
ら
ざ
る
衆
生
に
対
し
て
、
弥
陀
持
哀
の
光
明
を
介
し
、

一
念
安
心
の
地
を
得
せ
し
め
た
る
大
師
の
投
剤
は
、
憶
か
に

天
賓
の
神
丹
た
り
し
な
り
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本
書
は
、
専
ら
是
等
の
関
係
を
詳
説
し
て
、
機
教
相
応
の
経

路
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
試
み
た
る
な
り
。
然
れ
ど
も
、
余
の

教
相
精
し
か
ら
ざ
る
、
力
を
内
面
描
写
に
専
ら
に
す
る
こ
と

能
は
ず

却
っ
て
歴
史
を
仮
り
て
之
を

f 
る

至
れ
る

は
、
も
っ
と
も
遺
憾
と
す
る
所
な
り
。
此
の
若
く
に
し
て
微

か
に
大
師
の

一
面
を
訪
梯
す
る
を
得
、
ば
、
則
ち
余
の
至
幸
な

h
り

と
、
当
時
の
社
会
の
混
迷
に
対
し
て
弥
陀
の
教
え
を
説
き
、
世

の
人
々
の
心
の
平
安
を
得
せ
し
め
た
法
然
上
人
の
あ
り
方
を
賞

賛
す
る
。
そ
し
て
、
教
学
を
専
門
と
し
な
か
っ
た
須
藤
は
、
法

然
上
人
の
宗
教
的
内
面
の
描
写
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
当
時
の

歴
史
を
伝
記
の
中
に
盛
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
法
然
上
人
の
化

導
を
機
教
相
応
の
経
路
と
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
た
。

宗
教
哲
理
を
中
心
に
据
え
る
の
で
は
な
く
、
激
動
の
世
に
生
き

る
人
々
を
救
済
へ
と
導
い
た
と
い
う
法
然
上
人
像
が
提
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
須
藤
は
冒
頭
に
定
明
の
夜
討
ち

と
父
時
国
の
死
を
置
く
等
、
構
成
を
変
更
す
る
こ
と
で
文
学
的

効
果
を
高
め
、
超
人
的
な
祖
師
像
で
は
な
く
、
現
世
を
生
き
た
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人
間
と
し
て
の
祖
師
像
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
も
う

一
つ
の
、
著
名
な
社
会
主
義
運
動
家
で
も
あ
る

木
下
尚
江
(
一
八
六
九

1
一
九
三
七
)
の

「法
然
と
親
驚
』
は

植
村
に
先
行
す
る
法
然
論
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
検
討
は
別
稿
に
譲
り
た
い
が
、
そ
の
内
容
は
、
源
平
の

争
乱
と
い
う
時
代
状
況
か
ら
、
法
然
上
人
、
親
驚
、
九
条
兼
実
、

三
者
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
内
容
で
、
史
実
の
上
か
ら
、
こ

れ
ら
の
人
物
に
迫
り
、
法
然
上
人
か
ら
親
鴛
へ
と
い
う
思
想
の

発
展
形
態
を
企
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
特

に
、
無
寺
院
主
義
、
肉
食
妻
帯
、
平
等
性
へ
の
言
及
等
は
、
植

村
の
法
然
上
人
評
価
に
、
影
響
を
与
え
て
い
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
植
村
が
、
本
書
作
成
に
お
け
る

参
考
文
献
と
し
て
あ
げ
た
、
真
宗
聖
教
大
全

『黒
谷
上
人
の
伝
』
、

須
藤
光
暗

『法
然
上
人
』
、
望
月
信
亨

『法
然
上
人
正
伝
』
、
木

下
尚
江

「法
然
と
親
驚』

の
四
書
を
検
討
す
る
と
、
ま
ず
、

真

宗
聖
教
大
全

『黒
谷
上
人
の
伝
』
は、

『法
然
上
人
行
状
絵
図
』

の
内
容
で
あ
り
、
法
然
上
人
伝
の
活
字
化
さ
れ
た
基
本
資
料
と
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し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
三
書
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
望
月
信
亨
『
法
然
上
人
正
伝
』
は
、
史
料
批
判
に
基
づ
く
、

事
実
史
と
し
て
の
法
然
上
人
伝
と
し
て
、
ま
た
、
須
藤
光
嘩

「法

然
上
人
』
は
、
宗
教
的
な
奇
蹟
を
中
心
に
据
え
な
い
、
文
学
と

し
て
の
法
然
上
人
伝
と
し
て
、
そ
し
て
、
木
下
尚
江

『法
然
と

親
驚
」
は
、
時
代
史
の
中
で
、
法
然
上
人
か
ら
親
驚
へ
と
い
う

発
達
史
観
に
基
づ
い
た
法
然
上
人
伝
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
描
か

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
立
場
か
ら
著
さ
れ
て
い
る

が
、
共
通
す
る
の
は
、
近
代
の
科
学
的

・
合
理
的
な
思
考
に
適
つ

た
法
然
伝
で
あ
っ
て
、
全
て
が
法
然
上
人
七
百
年
遠
思
に
際
し

て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
法
然
上
人
七
百
年
遠
思
に
向

け
て
、
浄
土
宗
内
外
か
ら
法
然
上
人
伝
の
近
代
化
が
行
わ
れ
た

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
人
を
引
き
着
く
る
人
格

前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
、
七
百
年
遠
思
に
む
け
た
法
然
上
人

伝
の
近
代
化
は
、

な
ぜ
宗
内
外
か
ら
行
わ
れ
た
の
か
。
そ
の
背

景
に
は
、
こ
の
時
代
の
要
請
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

当
時
の
人
々
が
、

一
般
的
な
教
養
と
し
て
歴
史
上
の
偉
人
の
知

識
を
得
る
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
近
代
前
の
各
宗
祖
の
伝
記
と
い
う
も
の
は
、
教
団
内
に
向
け

て
作
成
さ
れ
た
の
に
対
し
、
明
治
期
の
そ
れ
は
、
近
代
社
会
全

体
に
向
け
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
、

人
格
で
あ
る
。
こ
の
植
村
の
論
は
、
浄
土
教
そ
の
も
の
に
注
目

す
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
法
然
上
人
そ
の
人
格
に
注
目
し
て

い
る
こ
と
が
特
徴
的
な
の
で
あ
る
。
植
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る

其
の
唱
導
せ
る
念
仏
往
生
の
信
仰
は
、
素
と
彼
れ
自
身
の
創

見
に
非
ず
。
然
れ
ど
も
其
の
熱
烈
な
る
信
仰
の
実
験
無
か
り

せ
ば
、
浄
土
宗
は
興
起
す
る
こ
と
を
得
ざ
り
し
な
ら
ん
。
日

本
仏
教
の
二
大
宗
派
は
実
に
法
然
の
人
格
よ
り
生
ま
れ
出

で
た
り
と
調
は
ざ
る
可
ら
ず

植
村
は
、
念
仏
往
生
の
信
仰
は
、
法
然
の
創
見
に
よ
る
も
の
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で
は
な
い
が
、
法
然
上
人
の
「
人
格
」
(
熱
烈
な
信
仰
実
践
)
に

よ
り
、
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
を
合
わ
せ
た
日
本
仏
教
に
お
け
る

二
大
宗
派
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
。

こ
の
植
村
の
人
格
重
視
は
、

カ
l
ラ
イ
ル
と
村
上
専
精
の
説

と
に
依
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
カ
l
ラ
イ
ル

(
一
七
九
五
1

一
八
八
二

と
は
、

ロ
マ
ン
主
義
の
立
場
か
ら
、
功
利
主
義
を

批
判
し
、
英
雄
的
指
導
者
に
よ
る
社
会
の
改
革
、
人
間
性
の
回

復
を
主
張
し
た
、
英
国
の
評
論
家

・
歴
史
家
で
あ
る
。
植
村
は
、

カ
l
ラ
イ
ル
の
紹
介
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
、
彼

の
主
著

『英
雄
崇
拝
弘
昌
に
は
、

余
を
以
て
考
ふ
れ
は
世
界
の
歴
史
即
人
間
の
此
世
界
に
於

け
る
事
業
を
載
せ
た
る
歴
史
は
畢
寛
此
世
に
於
て
動
作
せ

る
英
雄
の
歴
史
と
云
ふ
を
得
へ
け
れ
は
な
り
。
偉
人
は
人
間

の
首
領
な
り
、
人
間

一
般
の
作
為
せ
ん
と
す
る
事
物
の
階
式

儀
型
を
製
す
る
人
な
り
、
意
を
広
め
て
言
へ
は
其
造
物
者
と

も
云
ふ
へ
き
人
な
り
、
世
上
既
成
の
事
物
は
皆
此
世
界
に
現

は
れ
し
英
雄
の
思
想
よ
り
出
て
た
る
外
部
の
結
果
な
り
、
其

行
は
れ
て
実
と
な
り
し
も
の
、
体
を
成
し
し
も
の
と
言
ふ
可
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な
り
、
其
事
業
の
歴
史
は
以
て
世
界
史
の
骨
髄
と
為
す
も
敢

て
不
可
な
き
に
似
た
り

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
歴
史
は
偉
人
(
英
雄
)

の
歴
史
で
あ
る

と
い
う
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、

カ
l
ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
世

界
史
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
偉
人
(
英
雄
)

の
思
想
が
具
現
化

さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
植
村
の
人
格
重
視
の

法
然
上
人
理
解
は
、
こ
の
カ
l
ラ
イ
ル
の
主
張
の
影
響
を
多
分

に
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
も
う

一
人
の
村
上
専
精
(
一
八
五

一
1
一
九
二

二

と
は
、
丹
波
の
真
宗
大
谷
派
の
子
息
と
し
て
生
ま
れ
、
後
に
東

京
帝
国
大
学
教
授
と
な
り
、

『仏
教
史
林
』
の
創
刊
、

『大
日
本

仏
教
史
」
の
刊
行
、
辻
善
之
助
と
共
同
で

「明
治
維
新
神
仏
分

離
史
料
』
を
編
纂
す
る
な
ど
、
近
代
的
な
史
料
批
判
に
耐
え
う

る
史
学
を
目
指
し
た
仏
教
史
学
者
で
あ
る
。
あ
る
。
ま
た

『仏

教
統

一
論
』
に
展
開
さ
れ
た
大
乗
非
仏
説
も
、
大
き
な
反
響
を

呼
ん
で
い
る
。
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本
論
で
植
村
は
、
村
上
の

『仏
陀
論
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
人
格
と
宗
教
と
の
関
係
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

政
治
法
律
に
あ
れ
、
ま
た
芸
術
宗
教
に
あ
れ
、
凡
そ
社
会
的

現
象
は
、
世
に
俊
傑
偉
聖
の
出
現
を
待
ち
て
、
始
め
て
こ
、

に
そ
の
開
展
を
見
る
に
至
れ
る
は
、
何
人
も
疑
を
入
れ
ざ
る

事
実
な
り
と
す
。
然
れ
ど
も
、
比
較
的
に
全
く
崇
高
な
る
偉

聖
の
感
化
力
に
基
き
て
勃
興
し
来
れ
る
も
の
は
、
独
り
宗
教

に
あ
ら
ざ
る
乎

宗
教
は
そ
の
説
の
如
何
に
依
り
て
興
廃
す
と
い
は
ん
よ
り

も
、
寧
ろ
人
格
の
知
何
に
依
り
て
興
廃
す
と
い
ふ
べ
き
も
の

な
り
、
惟
ふ
に
人
格
の
知
何
と
宗
教
の
興
廃
と
は
そ
の
間
に

密
接
不
離
の
至
大
な
る
関
係
の
存
す
る
こ
と
は
、
何
人
も
疑

を
容
れ
ざ
る
と
こ
ろ
な
ら
ん

こ
の
よ
う
に
、
村
上
は
政
治
・
法
律
・
芸
術

・
宗
教
を
等
価

値
と
す
る
文
化
史
的
観
点
を
取
る
も
の
の
、
こ
と
宗
教
に
関
し

て
は
、
偉
聖
の
感
化
力
に
基
づ
い
て
勃
興
し
て
い
る
こ
と
を
挙

げ
、
よ
っ
て
そ
の
興
廃
は
、
人
格
の
善
し
悪
し
と
密
接
な
関
係

が
あ
る
と
す
る
。

こ
れ
ら
二
者
の
人
格
主
義
に
基
づ
い
て
、
植
村
は
、
こ
う
述

べ
る
の
で
あ
る
。

真
宗
の
開
祖
親
鷺
日
く

『た
と
ひ
法
然
上
人
に
瞬
さ
れ
参
ら

せ
て
地
獄
に
堕
ち
た
り
と
も
後
悔
す
べ
か
ら
ず
候
」。

之
を

崇
拝
す
る
の
驚
き
、
以
て
見
る
べ
き
な
り
。
黒
谷
の
上
人
は

人
を
引
き
着
く
る
人
格
的
勢
力
の
盛
ん
な
り
し
英
雄
(
カ
ア

ラ
イ
ル
の
意
昧
に
於
て
)
に
て
あ
り
き
。

こ
こ
で
は
、
親
鷺

『歎
異
抄
」
の
有
名
な
一
節
、
「
地
獄
に
堕

ち
た
り
と
も
後
悔
す
べ
か
ら
ず
」
を
挙
げ
、
親
邸
周
を
し
て
そ
れ

ほ
ど
ま
で
崇
拝
せ
し
め
た
法
然
上
人
の
人
格
的
勢
力
を
評
価
し

て
い
る
。

こ
の
植
村
が
言
う
法
然
上
人
の
人
格
的
勢
力
と
は
、
具
体
的

に
何
を
指
す
の
か
は
、

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
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そ
れ
が
植
村
本
人
か
ら
明
か
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
残
念
で

あ
る
が
、
こ
の
植
村
の
「
黒
谷
の
上
人
」
は
、
法
然
上
人
七
百

年
遠
忌
に
む
け
て
宗
内
外
で
展
開
さ
れ
た
、
法
然
上
人
伝
の
近

代
化
の
所
産
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
特
に
当
時
の
人

格
主
義
の
影
響
を
受
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
著
し
た
法
然
論

で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
然
上
人
の
伝
記
は
、
明
治
末
期
の

七
百
年
御
思
に
際
し
、
前
近
代
の
非
科
学
的

・
非
合
理
の
内
容

を
持
つ
宗
教
教
団
創
始
者
の
伝
記
か
ら
、
近
代
的
な
科
学
主
義

合
理
主
義
に
調
和
し
た
内
容
を
持
つ
伝
記
へ
と
再
構
築
が
行
わ

れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
法
然
上
人
像
も
同
様
に
変
容
し
た
。

さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
、
そ
れ
を
客
観
的
に
評
価
で
き
る

よ
う
な
思
想
的
機
軸
、
す
な
わ
ち
人
格
主
義
を
通
じ
て
歴
史
上

の
人
物
を
評
価
す
る
と
い
う
人
間
観
の
変
容
が
あ
っ
た
。

そ
れ
故
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
植
村
は
、
浄
土
教
と
比
較

し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
を
指
摘
し
つ
つ
も
、

そ
の

一
方
法

然
上
人
の
人
格
に
つ
い
て
は
、

高
く
評
価
し
、
否
定
す
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
が
示
す
の
は
、
明
治
末
期
に
は
、
法
然
上
人
の
価
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値
が
、
浄
土
宗
内
で
占
有
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
人
を
引
き

着
く
る
人
格
」
と
し
て
、
広
く
近
代
社
会
に
そ
の
価
値
を
共
有

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
植
村

が
、
な
ぜ
法
然
上
人
を
取
り
上
げ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
、
明
治

末
期
に
お
け
る
法
然
上
人
像
と
人
間
観
の
変
容
が
あ
っ
た
。

彼
が
参
考
文
献
と
し
て
あ
げ
た
各
書
の
法
然
上
人
伝
は
、
望

月
信
亨

『法
然
上
人
正
伝
」
で
は
、
史
料
批
判
に
基
づ
く
事
実

史
と
し
て
、
ま
た
、
須
藤
光
喧
『
法
然
上
人
』
で
は
、
宗
教
的

な
内
容
を
中
心
に
据
え
な
い
文
学
と
し
て
、
木
下
尚
江
『
法
然

と
親
驚
」
で
は
、
法
然
上
人
か
ら
親
鷺
へ
と
い
う
発
達
史
観
に

基
づ
い
た
評
伝
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
特
色
あ
る
法
然
上
人
伝
に
共
通
す
る
の
は
、
全
て

七
百
年
遠
忌
を
視
野
に
入
れ
た
出
版
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
遠
忌
を
契
機
と
し
て
、
明
治
末
期
に
は
浄



研究ノート

土
宗
内
外
で
近
代
の
科
学
的
・
合
理
的
な
思
考
に
適
う
よ
う
な

法
然
上
人
像
の
変
容
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
特
に

書
が
、
出
版
さ
れ
た
の
は
、
遠
思
正
当
の

一
九

一一

年
二
月
、

植
村
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
は
、

三
月
の
発
行
で
あ
り
、

植
村
が
迅
速
に
反
応
し
た
こ
と
は
、
大
変
興
味
深
く
、
法
然
上

人
七
百
年
御
思
が
宗
教
界
に
お
け
る

一
大
慶
事
と
し
て
受
け
取

ら
れ
て
い
た
乙
と
を
類
推
さ
せ
る
。

な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
植
村
が
、
法
然
上
人
を
高
く
評

価
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、

カ
l
ラ
イ
ル
や
村
上
専
精
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
、
人
格
主
義
の
影
響
に
よ
る
。
こ
の
人
格
主
義
は
、

全
て
の
文
化
的
事
象
は
、
偉
人
の
人
格
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

る
と
い
う
、
人
間
観
の
変
容
を
促
し
た
。
こ
の
人
間
観
に
依
れ
ば
、

宗
祖
の
七
百
年
御
忌
を
迎
え
大
師
号
を
下
賜
さ
れ
る
と
い
う
、

当
時
の
浄
土
宗
の
隆
盛
は
偏
に
創
始
者
の
優
れ
た
人
格
に
よ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
植
村
は
、
法
然
上
人
を
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、

宗
内
外
か
ら
の
法
然
上
人
伝

記
制
作
自
体
が
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
末
期
に
は
、
法
然
上
人
は
、
特
定
の
宗

教
教
団
創
始
者
か
ら
、
賞
賛
す
べ
き
人
格
を
備
え
た
歴
史
上
の

偉
人
と
し
て
、
そ
の
価
値
が
広
く
社
会
で
共
有
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
明
治
期
に
お
け
る
法
然
上
人
像
の
変
容
に
つ
い

て
、
植
村
正
久
「
黒
谷
の
上
人
」
を
基
に
し
た
考
察
を
行
っ
た
が
、

そ
れ
は
部
分
的
な
解
明
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
今
後
は
、
さ
ら
に

多
く
の
諸
書
と
の
比
較
を
行
い
、
明
治
期
に
お
け
る
法
然
上
人

像
変
容
の
全
体
的
な
解
明
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。

1.
「
法
然
上
人
の
勢
力
日
本
全
国
に
遍
く
な
り
ぬ
。
其
の
教
義
を
相
続
せ
る

親
鷺
の
創
設
せ
し
真
宗
諸
派
の
勢
力
を
合
す
れ
ば
、
近
頃
明
照
大
師
と

謡
せ
ら
れ
た
る
黒
谷
の
上
人
源
空
の
如
く
宗
義
伝
播
の
上
に
於
て
成
功
せ

し
も
の
少
な
か
ら
ん
」
植
村
正
久

「
黒
谷
の
上
人
」
(
『宗
教
及
び
文
芸
』

三
、
一
九

二

年
三
月
)

2

「
是
れ
決
し
て
君
父
の
讐
と
倶
に
天
を
戴
か
ざ
る
主
義
と
せ
る
武
士
道
の

言
に
非
ず
。
仏
教
が
其
の
慈
悲
忍
辱
の
教
を
以
て
日
本
国
民
の
聞
に
、
少

な
く
と
も
或
る
方
面
に
於
て
は
如
何
な
る
感
化
を
及
ぼ
し
つ
〉
あ
り
し
ゃ

を
見
る
に
足
る
べ
し
」
植
村
正
久
「
黒
谷
の
上
人
」
(
『宗
教
及
び
文
芸
』

三
、
一
九

一一

年
三
月
三一

日
)
、
「
法
然
は
尚
ほ
他
の

一
点
に
於
て
ル
ウ
テ

ル
を
連
想
せ
し
む
。
彼
は
此
の
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
派
の
独
逸
修
道
憎
が
妻

を
委
り
て
、
修
道
的
禁
欲
主
義
に
止
め
の
刃
を
刺
し
た
る
如
く
、
月
輪
左

大
臣
兼
実
の
求
め
に
由
り
、
其
の
弟
子
の
中
よ
り
親
鷺
を
抜
摺
し
て
公
の
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女
婿
た
ら
し
め
た
り
。
彼
は
自
ら
安
ら
ず
と
難
も
、
実
際
に
お
い
て
は
妻

帯
主
義
の
首
唱
者
に
し
て
、
そ
の
実
行
は
彼
の
勇
猛
な
る
決
断
に
基
づ
け

り
と
謂
は
ざ
る
可
ら
ず
」
同

3
・
植
村
に
よ
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
が
、
法
蔵
菩
薩
と
し
て
因
位
時
代
に
遂
げ
ら

れ
た
願
行
は
、
浄
土
教
的
な
服
罪
論
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
阿
弥
陀
仏
殿

罪
論
に
基
づ
い
て
植
村
は
、
法
然
浄
土
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
親
和
性
で

は
な
く
、
両
者
の
優
劣
に
言
及
す
る
の
で
あ
る
。
「
法
然
及
び
其
徒
の
斯
の

如
く
信
頼
せ
る
阿
弥
陀
仏
は
願
行
を
成
就
し
其
の
般
み
た
る
功
徳
を
人
類

に
譲
与
す
べ
し
と
云
ふ
な
ど
、
そ
の
他
凡
て
彼
ら
の
信
仰
態
度
は
人
格
的

な
る
仏
を
認
め
た
る
も
の
な
り
。
彼
ら
は
確
か
に
法
本
尊
の
宗
教
家
に
非

ら
ず
し
て
人
格
本
尊
的
な
る
を
疑
う
可
か
ら
ず
。」
植
村
正
久

「
慰
問
谷
の
上

人
」
(2
示
教
及
び
文
芸
』
三
、
一
九

二

年
三
月
一
三
日
)
。
「
彼
ら
の
阿
弥

陀
信
頼
は
、
総
て
仏
教
の
礼
伴
が
、
印
度
古
代
の
神
話
及
び
雑
駁
な
る
多

神
的
迷
信
と
纏
綿
化
合
し
て
識
別
し
難
き
と
同
じ
く
、

一
面
は
笑
ふ
べ
き

神
話
に
そ
の
根
拠
を
置
け
リ
。
法
然
の
所
謂

『法
蔵
因
位
の
昔
』
と
は
何

を
云
ふ
か
。
是
は
阿
弥
陀
が
法
蔵
比
丘
と
て
、
未
だ
仏
果
を
得
ざ
る
因
位

と
い
う
菩
薩
の
位
に
在
り
て
頻
り
に
向
上
の
道
を
辿
り
居
た
る
昔
を
指
し

て
然
か
云
へ
る
な
り
」
向
。
植
村
に
よ
れ
ば
、
法
然
浄
土
教
の
阿
弥
陀
信

仰
が
法
蔵
菩
薩
因
位
詩
に
根
拠
を
お
い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
古

代
の
雑
駁
な
他
神
教
的
迷
信
に
基
づ
い
た
も
の
で
、

「
其
の
名
を
神
と
称
す

る
も
、
釈
迦
そ
の
人
を
通
じ
て
観
た
る
も
の
と
、
基
督
の
人
格
を
通
じ
て

際
仰
せ
る
も
の
と
、
そ
の
聞
に
天
淵
膏
な
ら
ざ
る
の
間
隔
あ
る
こ
と
論
を

須
た
ず
」
問
。
釈
迦
そ
の
人
と
キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
は
天
地
ほ
ど
の
速
い

が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
僧
村
か
ら
す
れ
ば
、
仏
教
に
お
け
る
真
理

と
は
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
に
劣
る
も
の
と
さ
れ
、
「
仏
教
の
中
に
存
在
せ
る

真
理
は
基
督
教
に
於
て
、

よ
り
充
分
に
、
よ
り
健
全
に
全
う
せ
ら
る
べ
し
。」、

仏
教
の
真
理
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
全
う
さ
れ
る
と
結
論
嶋
つ
け
る
。

4
・
蜂
島
旭
雄

「柏
村
正
久
ー
そ
の
法
然
・
日
蓮
論
」
(
『近
代
日
本
の
思
恕
と

仏
教
』、
東
京
書
籍
、

一
九
八
二
年
)

5
・
望
月
信
亨

「法
然
上
人
全
集
』
(
浄
土
教
報
社
、

一
九
O
六
年
六
月
)

6
・
望
月
信
亨

「法
然
上
人
正
伝
」
(
記
念
報
恩
会
、

一
九

一
一
年
二
月

一
五
日
)

7

同

8
・
須
藤
光
町
「愚
禿
親
鴛
」
(
明
治
四
二
年
(
一
九
O
九
)
一
一
月
、
金
尾
文
淵
堂
)

9
・
須
藤
光
醸

『空
海
」
(
金
尾
文
淵
堂
、

一
九

一
O
年
九
月
)
。
こ
う
い
っ
た

奇
蹟
の
排
除
は
、
仏
教
関
係
の
書
籍
に
ば
か
り
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

植
村
正
久
が
主
幹
を
勤
め
る

『福
音
週
報
」
に
も
、
奇
蹟
に
関
す
る
記
述

が
見
ら
れ
る
。
「
今
日
に
至
る
ま
で
反
対
論
者
の
福
音
伝
を
攻
撃
す
る
を
見

る
に
、
超
自
然
の
こ
と
は

一
切
之
を
信
ず
る
に
足
ら
ず
。
奇
蹟
は
到
底
有

り
得
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
故
に
之
を
事
実
の
ご
と
く
記
載
す
る
の
蓄
は
信

ず
る
に
足
ら
ず
。
之
を
記
載
す
る
に
至
れ
る
も
の
は
現
に
奇
蹟
を
行
い
た

る
こ
と
あ
る
が
た
め
に
非
ず
、
是
は
他
の
理
由
を
以
て
説
明
せ
ざ
る
を
得

ず
と
。
彼
ら
は
超
自
然
の
事
実
に
対
し
。
こ
の
偏
見
を
抱
き
つ
¥
福
音

伝
を
論
ぜ
ん
と
す
。」
(
雪福
音
週
報
」
社
説
、

一
八
九
O
年
六
月
二
O
日
)
。

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
伝
記
に
向
け
ら
れ
た
、
近
代
人
に
よ
る
批
判
の
一
般

的
な
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
家
の
伝
記
に
は
、
超
自
然
的
な
内
容

を
持
つ
も
の
が
多
い
が
、
近
代
以
降
の
科
学
的
・
合
理
的
思
考
に
よ
り
、

そ
れ
を
信
ず
る
に
値
し
な
い
こ
と
と
す
る
所
謂
新
神
学
と
い
う
立
場
が
登

場
す
る
に
至
り
、
そ
の
こ
と
を
植
村
が
主
幹
を
務
め
る

『一
個
・
首
新
報
』
で

は
、
偏
見
と
断
じ
つ
つ
も
、
奇
跡
の
記
述
に
よ
っ
て
人
々
を
説
得
す
る
こ

と
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
対
応
が
迫
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
と
の
よ
う
な
立
禍
明
か
ら
科
学
的
・
合
理
的
志
向
に
耐
え
う
る
、

宗
教
的
偉
人
伝
が
製
作
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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日
須
藤
光
晦

『法
然
上
人
」
(
金
尾
文
淵
堂
、

一
九

二

年
二
月
三
日
)

u.
日

時

「
普
通
の
伝
説
に
従
へ
ば
、
俗
的
生
活
の
往
生
の
証
拠
と
し
て
、
我
が
女

婿
に
貰
ひ
受
け
た
の
が
親
驚
で
、
玉
日
姫
と
言
ふ
の
は
則
ち
兼
実
の
実
の

娘
だ
と
言
ふ
。
考
証
先
生
に
は
如
何
な
る
異
義
が
あ
る
や
も
知
ら
ぬ
が
、

僕
は
兼
実
と
云
ふ
人
の
生
活
を
考
え
て
、
必
ず
其
れ
だ
け
の
執
着
な
疑
惑

が
あ
っ
た
こ
と
を
確
信
す
る
。
而
し
て
此
の
疑
惑
は
独
り
彼
れ

一
人
の
も

の
で
な
く
、

一
般
民
衆
の
共
通
の
疑
問
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
信
す
る
。
抑

も
法
然
の
新
福
音
に
よ
れ
ば
、
智
愚
賢
不
肖
の
別
な
く
、
貴
賎
貧
富
の
別

な
く
、
有
徳
無
徳
持
戒
破
戒
の
別
な
く
、

一
念
の
信
仰
に
依
て
皆
同
じ
く

救
わ
れ
る
と
云
ふ
の
だ
。

僧
だ
の
俗
だ
の
と
云
ふ
旧
来
の
差
別
は
最
早
存

在
の
必
要
を
認
め
な
い
こ
と
に
な
る
。
仏
法
僧
の
三
宝
は
、
仏
法
衆
生
の

三
宝
と
な
っ
た
。
僧
権
の
神
聖
に
染
み
込
ん
で
居
た
当
時
の
社
会
が
、
容

易
に
之
を
信
じ
な
い
の
は
当
然
だ
」
(
木
下
尚
江

『法
然
と
親
驚
」
教
文
館
、

一
九

二

年
二
月
一
O
日
)

日
・
植
村
正
久

「
黒
谷
の
上
人
」
(
『宗
教
及
び
文
芸
」二一
、
一
九

一
一
年
三
月

一一一一

日
)

u.
ト
オ
マ
ス
・
カ
ア
ラ
イ
ル
著
、
石
田
羊
一
郎
、
大
屋
八
十
八
郎
訳

「英
敏

祭
持
論
』
(
丸
善
株
式
会
社
書
脂
、

一
八
九
三
年
)

時
村
上
専
精

「仏
教
統

一
論

第

三
編
仏
陀
論
」
「第

一
章
宗
教
と
教
祖

の
関
係
」
(
金
港
堂
、

一
九
O
五
年
)

日

同
U
・
植
村
正
久

「黒
谷
の
上
人
」
(
『宗
教
及
び
文
芸
』
三
、
一
九

一一

年
三
月

三二

日
)

明治期における法然上人像の変容
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明
治
期
の
浄
土
教
団
の
総
合
的
研
究

戦
前
・
戦
中
に
お
け
る
布
教
師
の
動
向

1.
は
じ
め
に

過
去
、
戦
争
と
い
う
大
き
な
激
動
期
に
直
面
し
た
布
教
師
が
、

当
時
実
際
に
ど
の
よ
う
な
言
説
を
も
っ
て
時
代
に
対
応
し
た
か
を

見
る
。
こ
こ
で
は
明
治
中
期
に
活
躍
さ
れ
、
日
清
・
日
露
戦
争
を

経
験
し
た
吉
岡
阿
成
師
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
布
教
内
容
を
探
る
。

ま
た
、
本
研
究
は
平
成
二
O
年
九
月

一
日
発
行

『教
化
研
究
第

一
九
芝

の

「
結
縁
五
重
相
伝
勧
誠
録
の
比
較
研
君
(
現
代
布
教

班
)
よ
り
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
北
保
的
門
師
『償
法
要
決
排
稗
」
・

吉
岡
町
成
師
嘉
晴
遅
・
出
算
智
海
師
『
五
重
講
道
に
つ
い
て

は
当
報
告
を
参
踊
…
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
(
以
下
、
諸
師
の
敬
称
を

略
す
)

372 

ー
吉
岡
阿
成
に
つ
い
て
|

2.
人
物
像
(
略
歴
)

元
治
元
年
(
一
八
六
四
)

j
明
治
三
八
年
(
一
九
O
五
)

。

月

一
O
日
(
四

一歳
)

尭
蓮
社
智
春
海
阿
。
字
は
徳
舜
、
ま
た
は
浦
雨
、
南
山
。
病
乞

土
浦
雨
と
名
乗
る
こ
と
も
あ
る
。
元
治
元
年
に
播
磨
の
国
明
石
(
現

神
戸
市
長
田
区
長
田
町

一
丁
目
三
八
)
に
生
ま
れ
、
同
地
光
明
寺

に
お
い
て
美
作
誕
生
寺
一一二

世
徳
巌
に
つ
い
て
得
度
。
の
ち
増
上

寺
に
掛
宿
し
て
宗
乗
を
修
め
、
明
治

一
五
年
に
は
東
部
宗
学
校
本

校
の
教
授
に
就
任
。
同
一二

年

二

月
京
都
八
幡
の
正
法
寺
に
住

す
。
同
二
三
年
三
月
京
都
三
条
寺
町
天
性
寺
内
に
「
布
教
会
」
を

発
足
、
近
世
浄
土
宗
に
於
け
る
布
教
伝
道
の
端
緒
を
聞
い
た
。
同
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二
六
年
、
「
布
教
会
」
は
「
布
教
講
習
会
」
に
改
名
し
、

立
と
な
る
。
阿
成
も
布
教
講
習
会
講
授
師
と
し
て
勤
め
た
が
、
明

治
一
三

年
五
月
、
「
布
教
講
習
会
」
は
解
散
と
な
る
。
同
三
O
年
二
月、

一
・宮小の並ハ

望
月
信
亨
、

川
合
梁
定
ら
と
謀
り
、
宗
学
の
研
究
と
同
時
に
宗
門

の
時
事
を
論
じ
、
宗
内
に
於
け
る
教
学

一
致
、
教
化
の
醇
正
を
標

梼
し
て
「
宗
粋
社
」
を
創
設
し
雑
誌

2
不
粋
』
を
発
刊
。
七
月
に

教は
育軍

員者

2R 
書苦

言里
師 ご
をヰ
辞，古
千干 刀て
i、制

教堅

議号
費及
第語
五円

教
区
視
教
に
就
任
。
同
三
七
年
に
は
第
五
教
区
教
華
町
長
に
就
任
。

後
半
生
を
布
教
伝
道
に
捧
げ
た
が
、
同
三
八
年

一
O
月

一
O
日、

世
寿
四

一
歳
に
て
往
生
。
(
大
橋
俊
雄
著

『浄
土
宗
人
名
辞
典
』
等

を
参
考
)

3
.
布
教
の
特
色

阿
成
の
布
教
に
つ
い
て
、
中
野
隆
元
師
の
評
に
よ
れ
ば
以
下
の

通
り
で
あ
る
。
(
傍
線
筆
者
)

制
附
し
た
る
最
新
の
頭
脳

を
以
て
糊
£
宗
の
相
劃
を
行
は
ん
と
し
た
る
最
初
の

で
あ
っ
た
。
其
の
著
述
に
其
の
説
教
に
顕
は
れ
来
れ
る
内
外

の
学
識
は
当
時
と
し
て
は
驚
嘆
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。
即

ち
宗
乗
を
解
釈
し
、
此
れ
を
大
衆
に
伝
道
す
る
に
当
っ
て
、

全
く
新
時
代
の
頭
脳
を
以
で
し
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
倒
川

と
し
た
、
応
病
与
薬
的
の
布
教
家
と
し
て
各
宗
を
通
じ
て
全

く
見
さ
る
新
布
教
で
あ
る
。

(『申
土
宗
教
学
大
系
七
」
「
吉
岡
町
成
の
布
教
法
論
」
)

つ
ま
り
、
先
ず
宗
義
の
上
で
は
全
く
浄
土
宗
の
本
筋
か
ら
外
れ

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
阿
成
自
身
の
言
説
を
引
用
す
れ

ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

今
後
の
布
教
上
に
関
し
て
教
理
運
用
法
知
何
と
い
ふ
に
、
五
口

人
の
所
見
は
但
だ
経
の
ま
ま
釈
の
ま
ま
祖
訓
の
ま
ま
を
宣
揚

し
て
足
れ
り
、
方
針
だ
に
確
立
せ
ば
別
に
何
の
工
夫
も
要
せ

ざ
る
な
り
と
信
ず
る

者|
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(「金
蓮
』
「
布
教
と
時
代
精
神
(
二
)」

H

『
浦
雨
遺
書
』

選
し
か
し
そ
の
布
教
法
と
は
、
時
代
の
人
心
に
応
え
る
為
に
最
新

の
科
学
哲
学
を
材
料
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
布
教
家
た
る
者
が

能
く
此
時
代
精
神
を
会
得
し
て
旨
く
人
心
を
利
導
す
る
」
(
『
柿
雨

遺
書
」
司
霊
)
と
述
べ
る
阿
成
に
と
っ
て
、
明
治
の
時
代
精
神
と

は
「
現
実
主
義
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
現
実
主
義
こ
そ
、
「
現
在
の
実

あ験

JZ 
脚

京事
長 C
義主

対理
し VJ

ァ事

6F 
筆応
力1ぜ

要 2
すす
るる
所所
はの
日者
く」
科で

学
を
基
礎
と
し
て
立
て
る
の
宗
教
、
倫
理
の
上
に
立
て
る
の
宗
教
」

(『浦
雨
遺
書
』
沼
郡
吋
)
と
分
析
し
て
い
る
。
特
に
醤
轍
に
は
新
時

お代
りに

お
~ け
語る
語新
巳し

!i量
そ材
の ζ

霊主
事科
見学

る言
と洋
が哲
で学
きが
るZ多
。 用

し
て

4.
戦
中
の
布
教
姿
勢

阿
成
の
戦
争
に
対
す
る
布
教
姿
勢
を
、
活
字
の
上
か
ら
概
観
す

る
先
ず
、
明
治
二
九
年
五
月
発
行
の

「法
輪
』
(
著
者
兼
発
行
人

祖
父
江
聖
善
)
に
は
、
珂
成
の
言
説
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
書
は
明
治
二
八
年
に
迎
え
た
日
清
戦
争
の
終
戦
を
受
け
て
記

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
加
熱
す
る
軍
国
化
の
世
風
に
沿
っ
た
内
容

と
思
わ
れ
る
。
奥
付
の
頁
に
は
「
本
書
は
軍
隊
布
教
の

一
方
便
に

供
給
す
」
と
あ
り
、
実
際
に
戦
地
に
赴
く
軍
人
に
対
す
る
布
教
を

前
提
と
し
て
教
材
・
論
説
が
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
な
か
、
「
客
間
」
の
章
で
は
、

客
間
ふ
悌
教
は
慈
悲
を
以
て
主
義
と
す
、
故
に
殺
生
の
知
き

は
大
罪
の
最
な
る
者
に
数
ふ
、
(
中
略
)
併
を
信
す
る
者
兵
を

談
す
へ
か
ら
ず
、
軍
事
に
従
ふ
者
怖
を
信
す
べ
か
ら
さ
る
に

似
た
り
如
何

と
、
仏
教
の
慈
悲
と
戦
争
の
殺
生
の
矛
盾
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
答

え
て
い
る
。

補
雨
子
日
く
凡
そ
物
其
目
的
を
同
ふ
し
て
手
段
を
異
に
し
、

手
段
を
同
ふ
し
て
目
的
を
異
に
す
る
も
の
あ
り
、
今
悌
教
を

以
て
戦
争
H
所
謂
る
義
戦
な
る
者
と
比
封
す
る
に
其
目
的
を

同
ふ
し
て
姑
手
段
を
異
に
す
る
者
に
嘗
る
、
何
と
な
れ
は
義

あ
る
の
戦
争
は
乱
を
鎮
め
民
を
救
ふ
に
あ
れ
は
、
シ
セ
ロ
の
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去
へ
る
「
戦
を
吏
ゆ
る
に
富
っ
て
其
唯

一
の
目
的
の
平
和
に

あ
る
を
忘
る
べ
か
ら
ず
」
文
司
馬
法
に
「
人
ヲ
殺
シ
テ
人
ヲ
安

ン

ス

コ
レ
ヲ
殺
シ
テ
可
ナ
リ

ソ
ノ
園
ヲ
攻
メ
テ
ソ
ノ
民

ヲ
愛
ス
ル

コ
レ
ヲ
攻
メ
テ
可
ナ
リ

戦
ヲ
以
テ
戦
ヲ
止
ム

戦
フ
ト
イ
エ
ド
モ
可
ナ
リ
(
元
漢
文
)
」
と
説
く
に
該
り
て
、

其
事
即
ち
慈
悲
な
り
、
劃
と
は
抜
苦
の
義
救
出
と
は
興
楽
の
義

な

は
、
民
の
苦
を
抜
き
生
の
楽
と
輿
ふ
る
と
き
は
、
戦
争

乃
ち
悌
教
と

一
志
す
る
に
あ
ら
ず
や
、
其
異
る
と
こ
ろ
は

は
平
和
の
手
段
を
以
て
し

一
は
殺
伐
の
手
段
を
以
て
す
た
す

是
の
み
、
然
と
は
則
ち
怖
を
信
す
る
も
の
は
い
よ
冶
兵
剰
を

鼓
舞
し
て
愛
園
利
民
の
績
を
挙
げ
し
む
へ
く
、
軍
事
に
従
ふ

者
は
ま
す
冶
備
に
帰
依
し
て
其
慈
悲
を
実
行
す
へ
き
な
り

と
、
平
和
の
為
に
は
戦
争
と
い
う
手
段
も
慈
悲
の
行
為
と
な
る
と

説
き
、
仏
教
徒
の
戦
争
加
担
を
積
極
的
に
奨
励
し
て
い
る
。

ま
た

抑
も
例
教
に
自
利
利
他
の
教
あ
り
、
而
し
て
大
乗
利
他
を
以

て
重
し
と
す
、
彼
の
義
を
泰
山
よ
り
重
ん
し
命
を
鴻
毛
よ
り

軽
ん
し
園
家
の
為
に
戦
ふ
知
き
は
利
他
の
最
も
大
な
る
も
の

な
り
、
故
に
軍
に
臨
む
も
の
は
宜
く
例
道
修
行
の
心
を
以
て

進
む
べ
し

幸
る
所
の
殺
人
剣
は
即
ち
活
人
剣
の
思
を
為
す

へ
し
、
大
刀

一
輝
の
下
敵

来
は
浄
土
へ
場
き
給
へ
と
側
附
に
黙
樹
す
へ
し
(
中
略
)
悌

教
之
れ
を
名
け
て
怨
親
平
等
と
云
ふ
此
れ
利
他
の
義
な
り
例

菩
薩
の
心
な
り

と
述
べ
、
国
家
の
為
の
戦
争
も
利
他
、
殺
生
も
彼
を
浄
土
へ
導
く

た
め
に
利
他
と
い
う
論
理
を
も
っ
て
仏
教
と
戦
争
を
結
び
付
け
て

い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
「
怨
親
平
等
」
雨
量
ロ
薩
の
心
」
と
表
現
し

て
い
る
が
、
殺
人
と
活
人
の
矛
盾
は
到
底
ぬ
ぐ
い
き
れ
る
も
の
で

は
な
い
。

こ
れ
と
同
じ
矛
盾
に
つ
い
て
は
、

『金
蓮
』
「
念
悌
と
員
勇
」
の

章
に
て
仏
説
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

の
ぞ

抑
々
怖
教
は
慈
悲
を
以
て
常
の
道
と
す
る
に
、
軍
に
殖
ん
で

は
勇
猛
な
る
べ
き
を
勧
む
る
は
矛
盾
な
る
に
似
て
其
実
相
行

は
れ
て
相
惇
ら
ざ
る
な
り
、
何
と
な
れ
ば
備
自
ら
大
薩
遮
尼

若
し
園
を
護
り
人
民
を
養
活
す

る
為
に
兵
を
興
し
開
戦
す
是
の
如
き
闘
戦
は
掴
あ
り
て
罪
な

一
を
殺
し
て
多
を
救
ひ
悪
を
謄
ち

し

と
宣
は
せ
る
如
く
、
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て
善
を

ば
な
り
(
『油
問
遺
書
」

む
る
は
自
是
即
ち
慈
悲
な

3 
~ 

と
述
べ
、
こ
れ
を
利
益
殺
生
」
「
活
人
剣
」
と
名
付
け
て
い
る
。

ま
た
、
『
法
輪
」
宗
教
上
よ
り
忠
君
の
義
を
論
す
」
の
章
で
は
、

日
清
戦
争
の
勝
利
に
沸
く
当
時
そ
の
忠
君
つ
ま
り
天
皇
へ
の
忠

上誠
何の
故根

入を
民仏
た 説

皇官
は 道

重i
ι:t 一、

釜 Z
な了
らそ

22 ，、、 。

ず即
りち
さ
る E
主蓮

の
問
い
に
つ
い
て
は
、

君
主
と
し
て
は
臣
民
の
忠
愛
を
事
受
す
る
の
権
利
あ
り
、
臣

民
を
し
て
は
君
主
に
忠
愛
の
情
を
運
ふ
の
義
務
あ
る
こ
と
は

世!
出
世

剤
割
引
「
と
あ
る
中
に
就
て
園
王
恩
と
は
先
つ
園
王
と
云
へ

は
申
す
迄
も
な
く
そ
の
園
の
元
首
で
、
我
御
園
に
ホ
て
申
さ

同
特
勝

神
代
の
昔
よ
り
御
富
代
の

皇
陛
下
に
至
る
ま
で

代
々
の
君
上
の
御
事
て
あ
る
、
恩
と
は
仰
け
は
日
の
如
く
望

め
は
雲
の
知
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
民
の
頭
を
被
ひ
ま
し
ま
す
御

恵
み
の
こ
と
で
あ
る

376 

と
記
し
、
忠
君
は
真
理
仏
説
で
あ
り
、
四
恩
の
中
で
も
取
り
分
け

重
要
で
あ
る
こ
と
存
}
意
識
付
け
て
い
る
。
当
時
の
浄
土
宗
宗
制
(
明

治
二
二
年

三一
月
二
五
日
改
定
)
に
は
、
教
師
攻
ひ
信
者
(
教
会

衆
)
の
勤
め
と
し
て
、
先
ず
第

一
に
「
四
恩
ヲ
報
シ
十
善
ヲ
守
リ

倫
理
ヲ
明
ニ
ス
ル
事
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

当
時
の
浄
土
宗
徒
に
天
皇
崇
拝
は
何
の
支
障
も
無
く
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
仏
と
天
皇
を
同
格
視

す
る
よ
う
な
表
現
思
想
は
ま
だ
み
ら
れ
な
い
。

ち
な
み
に
、

そ
も
そ
も
何
故
君
主
と
臣
民
の
区
別
が
あ
る
か
の

こ
れ
も
仏
説
を
以
て
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
。
無
量
寿

経
に
は
「
世
間
の
人
民
相
因
て
寄
生
し
て
共
に
天
地
の
聞
に
居
す

疑
問
に
は
、

上
に
賢
明
長
者
尊
貴
豪
富
あ
り
」
と
説
き
、
心
地
観
経
に
は
「

切
の
園
王
過
去
世
に
於
て
曾
て
知
来
真
実
の
禁
戒
を
受
け
人
王
と

為
て
安
穏
快
楽
な
り
」
と
説
か
れ
て
い
る
乙
と
を
根
拠
に
、
忠
君

は
天
地
自
然
の
道
理
と
し
、
仏
教
で
は
こ
れ
を
因
果
の
道
理
と
名

付
け
る
と
し
て
正
統
性
を
強
調
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
時
代
の
布
教
資
料
と
し
て
、
明
治
二
七
年

一
O
月、
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し
ん
じ
・
つ

浄
土
宗
管
長
日
野
霊
瑞
の
著
作
と
し
て
臨
時
賑
岨
部
よ
り
発
行
さ

れ
た

『報
恩
教
話
』
と
い
う
小
冊
子
を
見
て
み
る
。
こ
こ
で
も
や

は
り
四
恩
を
引
い
て
天
皇
へ
の
忠
義
を
説
き
、
「
臣
民
た
る
も
の

層
深
く
忠
義
の
誠
存
捧
げ
、
皇
恩
の
寓
一
に
報
い
上
る
べ
き
」
と

ニ
の
み

す
る
。
ま
た
帝
国
の
軍
人
た
る
も
の
は
「

一
身
を
投
ち
、
天
晴
義

き
み
と
〈
に
と

と
お
ん

勇
を
顕
し
、
君
園
の
鴻
恩
に
封
へ
奉
る
べ

し
」
と
述
べ
て
い
る
。

四
恩
に
報
ず
る
こ
と
は
「
天
地
自
然
の
理
」
と
し
、
忠
孝
仁
義
の

道
は
「
菩
薩
の
行
」
、
「
朝
鮮
の
弱
を
憐
み
力
を
貸
し
て
其
独
立
を

た
す
〈

輔
る
が
知
き
は
檀
波
羅
密
の
大
行
」
と
、
仏
説
と
戦
争
を
強
引
に

の
ち
の
よ

績
び
つ
け
て
い
る
。
ま
た
、

念
仏
者
の
浄
土
往
生
を
記
し、

「
未
来

お

ち

つ

き

お

お

き

み

の
帰
着
は
、
全
く
弥
陀
仏
に
打
任
せ
、
此
身
は
飽
迄
君
王
に
捧
げ

上
る
べ
し
」
と
説
く
。
巻
末
に
は
俄
悔
備
と
三
帰
三
覚
を
載
せ
、

仏
教
へ
の
帰
入
と
日
課
念
仏
を
勧
め
て
い
る
。

次
に
日
露
戦
争
当
時
の
阿
成
の
言
説
を
見
て
み
る
。
雑
誌
「宗
粋
』

の
メ
ン
バ
ー
で
旧
友
の
川
合
梁
定
師
が
阿
成
に
つ
い
て
「
特
に
文

書
布
教
に
就
て
は
其
一
代
の
心
血
を
傾
注
し
た
の
で
有
た
。」
(
『浄

土
教
報
」

一二
八
六
号
・
大
正
六
年
)
と
記
す
通
り
、
町
成
は
文

書
伝
道
を
特
に
重
要
視
し
て
お
り
、
明
治
三
七
年
、
第
五
教
区
教

務
所
長

者
す
る
と
第
五
教
区
記
令

伝
道
部
の
名
で
刀t

立
か

ら

『か
ち
ど
き
」
と
い
う
小
冊
子
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
同

年
開
戦
を
迎
え
た
日
露
戦
争
に
お
け
る
戦
意
向
上
が
称
え
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
巻
頭
に
「
戦
争
は
法
外
の
も
の
な
り
」
「
人
の
世
に

あ
り
て
最
も
惨
た
ら
し
き
こ
と
は
戦
争
に
過
ぎ
た
る
も
の
は
無
い
」

と
説
き
な
が
ら
も
、
裟
婆
世
界
に
生
き
る
仏
教
信
者
に
は

己
に
此
の
憂
き
世
に
生
れ
合
せ
し
上
か
ら
は
、
痛
苦
を
堪
え

忍
び
て
其
の
中
よ
り
安
慰
と
解
脱
を
見
付
け
出
す
の
が
各
自

の
本
分

と
示
し
、
「
人
生
は
凡
べ
て
戦
争
な
り
」
と
自
覚
を
促
し
て
い
る
。

そ
の
後
は
積
極
的
に
戦
争
の
意
義
を
説
き
、

今
回
の
征
露
軍
の
ご
と
き
我
が
園
家
の
独
立
の
為
め
世
界
のわ

平
和
人
道
の
為
め
に
起
せ
し
も
の
は
、
た
と
へ
知
何
な
る
事

け

こ

の

の

ち

み

ニ

と

の

り

情
が
今
後
生
じ
来
る
と
も
、

宣
戦
の
大
詔
勅
に
現
は
れ
た
る

御
主
意
を
貫
か
ざ
る
己
上
は
、
決
し
て
間
に
合
は
せ
の
仲
裁

や
調
停
に
依
り
容
易
に
戦
争
を
止
む
る
こ
と
は
出
来
ぬ
の
で

あ
る

と
述
べ
、
そ
の
主
張
は
徹
底
し
て
い
る
。
ま
た
日
清
戦
争
当
時
を
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は
づ
み

振
り
返
り
、
「
之
を
利
用
す
る
と
き
は
園
を
興
す
の
動
機
と
為
る
」

と
、
戦
争
の
利
点
を
説
い
て
い
る
。
も
は
や
当
時
の
阿
成
に
と

っ

て
戦
争
は
当
然
の
行
為
で
あ
り
、
教
区
伝
道
部
と
し
て
組
織
的
に

布
教
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
出
征
す
る
軍
人
に
は
「
打
死
を
覚
悟
し
て
」
と
送
り

出
し
、
軍
人
の
家
族
に
は

徒
に
戦
場
の
危
険
を
の
み
苦
労
せ
ず
、
い
よ
い
よ
武
運
長
久

を
無
量
寿
備
に
祈
り
奉
ら
る
べ
し
古
き
歌
に
「
危
き
に
命
を

も

の

の

ふ

い

き

惜
む
武
夫
の
活
ん
と
す
れ
は
死
ぬ
る
な
り
け
り
」
ゆ
め
ゆ
め

心
弱
き
通
信
な
ど
を
出
征
者
に
贈
り
て
其
の
覚
悟
を
乱
す
様

な
こ
と
な
き
が
肝
要

な
ど
と
、
主
に
出
征
軍
人
の
家
族
や

一
般
信
者
に
対
し
て
広
く
戦

争
の
心
得
を
説
い
て
い
る
。

ま
た
、

川
合
梁
定
も
こ
の
年
、

「活
人
剣
」
な
る
冊
子
を
宗
粋
社

か
ら
発
行
し
、
信
者
に
対
し
戦
意
を
鼓
舞
し
て
い
る
。

斬
り
む
す
ぶ

地
獄
な
れ

唯
だ
切
り
進

太
万
の
下
こ
そ

め

や
が
て
極
楽

利
剣
は
即
は
ち
弥
陀
の
名
号
な
り

一
聾
な
り
と
も
唱
れ
ば

罪
皆
除
く

378 

君
生どの
命るた
なめ
り
せ
ば

世
の
た
め
何
か
惜
し
か
ら
ん

捨
て
甲
斐
あ
る

3

3

》
ド

カ
カ

zo骨一

さ
こ
そ
生
命
の

惜
し
か
ら
め

か
ね
て
無
き

身
と

思
ひ
お
か
す
は

利?
剣2

そ

ム

ノ、

煩
悩
の
敵
切
り
払
ふ

南
無
阿
弥
陀
悌
の

字
な
り
け
れ

等、

冊
子
に
載
せ
ら
れ
た
お
歌
か
ら
も
、
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ

は
明
白
で
あ
る
。

こ
の
他
、

「貼
晴
録
』
(
明
治
三
九
年
発
行
)
に
見
ら
れ
る
阿
成

の
思
想
に
つ
い
て
は
、

『教
化
研
究
第

一
九
号
」
「
結
縁
五
重
相
伝

勧
誠
録
の
比
較
研
究
」
内
の
「
「黙
晴
翠
に
見
ら
れ
る
戦
時
的
表

現
」
(
八
木
英
哉
研
究
員
)
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

5.
お
わ
り
に

阿
成
は
明
治
三
O
年
七
月
に
軍
隊
布
教
使
に
任
命
さ
れ
て
い
る

が、

「浄
土
教
報
』
等
を
見
る
か
ぎ
り
、

実
際
に
戦
地
に
赴
い
て
布

教
を
し
た
と
い
う
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
生
来
病
弱
で
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あ
っ
た
阿
成
は
そ
の
任
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の

た
め
か
、
阿
成
の
論
理
言
説
は
整
然
と
し
て
い
る
が
戦
地
の
現
実

昧
存
晶
ω
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
(
阿
成
に
比
べ
、
同
世
代
の
岩

井
智
海
は
盛
ん
に
従
軍
布
教
の
任
を
果
た
し
て
い
る
)

概
し
て
上
記
の
論
説
は
始
め
に
仏
説
あ
り
き
の
論
と
は
到
底
言

え
な
い
。
天
皇
H
国
家
の
方
針
を
敬
い
従
う
こ
と
が
前
提
の
社
会

通
念
が
あ
っ
た
上
で
、
仏
教
徒
が
戦
争
を
受
け
入
れ
る
為
に
今
日

か
ら
見
れ
ば
苦
し
い
論
理
が
展
開
さ
れ
る
。
五
戒
第

一
の
殺
生
戒

を
無
視
し
た
、
始
め
に
戦
争
あ
り
き
の
論
で
あ
る
。

こ
れ
は
当

時
の
時
代
精
神
と
い
え
る
空
気
の
よ
う
な
考
え
に
阿
成
個
人
が
流

さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し

一
宗
の
布
教
師
と
し
て
の
立
場

が
言
わ
し
め
た
も
の
と
い
え
る
の
か
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。
阿

成
個
人
の
戦
争
責
任
と
い
う
よ
り
も
、
仏
教
界
、
浄
土
宗
と
い
っ

た
組
織
の
戦
争
責
任
を
調
査
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
・
っ
。

{文
責
者
}
宮
入
良
光

{註
}

(1
)
『教
化
研
究
第

一
九
号
』
「
結
縁
五
重
相
伝
勧
誠
録
の
比
較

研
究
」
内
の
「
『
黙
晴
録
」
に
み
ら
れ
る
警
職
」
(
後
藤
真

法
研
究
患
を
参
照
。

(2)
臨
時
賑
岨
部
は
明
治
二
七
年
九
月

一
四
日
、
宗
務
所
に
設
置

さ
れ
、
征
清
軍
の
慰
問
が
は
か
ら
れ
た
。
部
長
に
は
獅
子

肌
観
定
、
委
員
に
は
岩
井
知
担
碍
の
名
も
あ
る
。

京芸
輔考

寄量量
ヨ子 x-
教 y工

ii 
治発
二 千丁
六入

者2

2i 
議
館

『金
蓮
』

「補
悶
遺
童
旦
(
吉
岡
町
成
遺
稿
集

・
大
正
三
年
刊

・
三
師
講
説
発

刊
所

・
「貼
晴
控

室
蓮
』
等
収
録
)

「浄
土
宗
教
学
大
系
七
』
(
中
野
隆
元
編
著
・
昭
和
七
年
刊
/
昭
和

五
O
年
再
販
・
大
東
出
版
社
)

浄
土
刀t

近
代
百
年
史
年
表

大
橋
俊
雄
著

昭
和

年
刊

東
洋
文
化
山
崩
)

『浄
土
宗
布
教
伝
道
史
』
(
浄
土
宗
布
教
伝
道
史
編
纂
委
員
会
編
・

平
成
五
年
刊

・
浄
土
塞

(
そ
の
他

「浄
土
教
報
」
君
不粋
』
君
不
粋
雑
誌
』
等
)

一吉岡阿成についてー戦前・戦中における布教師の動向379 
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is no crime to aim for many repetitions. but the purpose is to repeat 

the sacred name continuously. There is no particular number of 

repetitions required. Just try to always stay in nenbutsu practice. 

The encouragement of how many times stems from the wish to set 

a number to prevent people from becoming lazy in regard to their 

practlce. 

(144) 

皇旦皇sti金旦:Should the rituals directed to Amida in the Shingon 

tradition be considered orthodox practices [for ojo]? 

主旦主主主主 Theform of the buddha's body may be similar in one 

respect but their conceptualization is different. The Amida of the 

Shingon teachings is a Tathagata within our minds; one does not 

seek him outside the self. The Amida of our teaching is Dharmakara 

Bodhisattva after attaining buddhahood. Because he is in the West. the 

conceptualization is quite different. 

(145) 

皇旦主主主i旦旦:Which is better: to utter the nenbutsu while valuing 

efforts to stop bad behavior and do good at all times， or to simply 

rely on the Original Vow in saying the nenbutsu? 

企旦主主主主 All buddhas teach us to regulate our behavior such that we 

abandon what is unwholesome and cultivate what is wholesome in 

our lives. But since all of us at the present time live contrary to those 

principles we devote ourselves to deeply believing in the particular 

intentions in the universal vows [of Dharmakara Bodhisattva]. and 

do nothing but recite the sacred name [of Amida]. Without judging 

whether someone is wise or stupid. moral or immoral. Amida Buddha 

comes to greet us on our deathbed. Keep this in mind. 

* 60 国際対応研究 Ippyakushijugo kajd mondo 
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(141 ) 

Ippyaku shijugo k吋omondo 

crn堕豆旦旦:1 will ask this from a letter. If， in order to attain ojo， one 

gives away food and clothing to people inside the house regardless 

of how close or distant they are from oneself， would that the same 

as making offerings to a buddha? 

主旦皇笠皇王:To present gifts to people regardless of how close they are to 

you in order to attain ojo is a congratulatory form of merit-making. 1 

have explained this carefully to your messenger 

(142) 

皇旦監11金旦:Is merit accrued from making offerings to monks who 

violate the precepts or monks who are ignorant? 

企旦§主主工:Monks who do not keep the precepts and monks who are not 

learned should be respected in this latter age. 1 have explained this to 

your messenger， please listen to him. 

'These honorable words are clearly those of Honen Shonin. They were 
立

written on the back of a copy of the Amida Sutra. 

(143) 

皇旦皇旦並旦:1 have come here to receive the answer to this. Is it better 

to chant the nenbutsu 60，000 or 100，000 times while flipping through 

one's rosary beads， or to chant 20，000 or 30，000 times while moving 

the beads with certainty one at a time? 

主旦豆翌皇工・ Thecustomary ways of ordinary people are such that deciding 

to do even 20，000 or 30，000 nenbutsu [per day] is hard to achieve. It 

31 This exchange and the next both occurred in the form of a written letters 

32 These two lines appear to have been added by the editor/compiler added to address 
the fact that the content occurred in the form of a written exchange. The Amida 
Sutra refers to the Smaller Sukhavativyuhasutra 

* 59 



研究ノ ー ト

prayers. When you call out to the Bodhisattva A valokitesvara (Kannon)， 

if your mind is focused then it will bring results. If your mind is not 

focused， there will be no sign of it working. Someone with deep ties 

to a buddha in past [Iives] will find that even their karmic results 

determined from past actions can be changed. And someone with 

shallow ties to a buddha in past and present will find that there wiU 

be no sign of relief of even for the slightest pain [when they pray for 

help]. You must never harbor any resentment toward a buddha. Instead 

you should do the best you can to devote yourself toward serving the 

buddhas for this world and the next. This is true for whether or not 

your prayers are answered for this world as well as for being born in 

the Pure Land in the next. If there is no sign of any result， you should 

be ashamed of your own heart. 

(140) 

皇旦旦且旦旦:1 came to see you before on the fourteenth day of the 

twelfth month in the first year of Kennin (1201). It is said that when 

someone is facing the end of their life， if there is something unclean 

about their situation then when the Buddha comes to greet them 

they will return back to the Pure Land [without accepting the dying 

person]. Is this true? 

主旦主主主工 Whywould the Buddha return when he comes to greet 

someone just because there is something unclean present? The Buddha 

does not fuss over clean or unclean things， but though everyone may 

indeed do so， when exammmg things something unclean may appear 

clean and something clean may appear unclean. It is just the nenbutsu 

that is most excellent. Even if you have purified yourself， if you do 

not utter the nenbutsu there will be no benefit. You should abandon 

everything for nenbutsu. This is attested to in many ways 

* 58 間際対応研究 IppyakuShljilgo kajo mondo 
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constitute the third day? Or should the day of the visit be the early 

morning of the fourth day? 

主旦豆笠豆r:The early morning of the third day constitutes the third day of 

your keeping the precepts. 

(136) 

皇盟主旦並旦:Regarding seclusion retreats， if it is for three days that 

one intends to do it， does that mean they can emerge from it on the 

fourth day? And if it is for seven days， they should then emerge on 

the eighth day? 

A旦主主主主 You can just follow the ways of the world in this. 

(137) 

皇旦主主且金旦:It is said we should abstain from using cherry and 

chestnut in rosary beads. What about this? 

主旦三笠皇王 Thereis nothing like that [in the Buddhist teachings]. 

(138) 

Q旦皇sti旦旦:What about the idea that if a monk commits a sin is it 

more serious? 

企旦三笠豆r:There is nothing especially different for a monk. 

(139) 

Q旦皇stio旦:What does it mean when there is no sign of someone's 

prayers for [assistance in) this life having been answered? 

企旦主主主王 Justbecause someone's prayers for this life show no sign [of 

being answered] does not mean that [the words of the] buddhas are 

meaningless. There is no effect because people do not live according 

to what buddhas preach; if they did they would see the effects of their 
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(131 ) 

Q旦皇室_ti企旦:When returning from a formal visit to a temple or shrine， 

if 1 do not return to the same place 1 started from it would be bad 

mistake (ashi). AIso that [eating] fish or fowl will immediately ruin 

the pilgrimage. 

A旦主主主工 Outside of the Kumano pilgrimage， this would not be a 

problem. 

(132) 

皇旦皇旦担旦:It is said that we should chant mantras like this during the 

precept-observance period for lay people. 1 was sent here to inquire 

about this. 

企旦主主主王 Havethem chant nenbutsu during the precept-observance 

period. The women also need not chant mantras. 

(133) 
:w 

Q旦皇stio旦:When women become jealous， is this a major sin? 

A旦主主主王:Just have them focus well on reciting the nenbutsu. 

(134) 

皇旦皇sti金旦:Is it true what people say about putting the ashes of 

paulownia wood in one's hair means our prayers to buddhas or 

kami will not be answered? 

Answer: That is not true 

(135) 

皇旦皇室主並旦:Regarding the three days we have to keep the precepts 

before formally visiting a temple， does the day of the visit 

30 Cf. no. 101 
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statue and copy the sutras in preparation for the afterlife? 

A旦主主主r:You definitely have to do this. You must do this 

(127) 

Q旦旦豆企旦:If we are lapse in performing our ritual duties， can we do 

them later? And can we make up for a future lapse by doing them 

ahead of time? 

主旦主主主主 Itis not a problem to make up for missing ritual duties， but to 

make up for them ahead of time reflects laziness. 

(128) 

皇旦盟主1旦旦:Which is more meritorious， to take the tonsure when 

young or when old? 

主旦豆主主r: Becoming a monk when older overflows with merit， but even 

more so when young 

(129) 

Q旦皇st並!!:To offer flowers to the Buddha and then chant mantras is 

said to bring “Birth in the Pure Land through the ten perfections." 1 
29 

was sent here to inquire about this. 

主旦主主豆王Thisdoesn't make any sense. Have them chant nenbutsu. 

(130) 

皇旦皇並並旦:For someone undergoing imi abstinence for purification， 

are formal visits to temples and shrines something bad or 

inappropriate (悪)?

主旦皇主主工 Thisis nothing to worry about 

29 Here御覧のため istaken to mean伺うため This is not attested to in any classical 

]apanese dictionary. but seems to be an idiom from this time 
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required [for ojo]. 

(123) 

皇旦主主主並旦:Some people say that those who die in epidemics of 

misfortune (厄病)and those who die in childbirth incur sin. What 

about this? 

企旦主主主r:If they recite the nenbutsu， these people can attain ojo. 

(124) 

皇旦金呈且金旦:On the issue of a filial piety， it is said tha t a child' s 

obligation toward his parents precludes accepting parental display 

of gratitude. How about this? 

Answer: This is absurd. 

(125) 

皇旦皇旦担旦:How many days is the imi period of abstinence following 

childbirth? Also， how many days is the abstinence [following death)? 

A旦主主主主 There is no notion of ImI abstinence in Buddhism. People 

say that society's norm for childbirth is seven days or thirty days for 
28 

childbirth. And they say fifty days abstinence [for a death]. You should 

do what you think is right. 

(126) 

皇旦皇旦並旦:Has it been determined that we need to install a Buddha 

28 The second question an answer is unclear as to what the imi is for. as this is not 
stated. We are assuming that this is in reference to death， as this is a most common 
time for imi， and the modern translators of this passage generally read it that way 
However， if so， it remains unclear whose death this refers to: anyone's death， the 
mother dying in childbirth， or a stillborn child. Or， this may be simply a generic 
question about imi coupled with a generic response that is not specifically about 
death. There is no m巴ntionof death in th巴original
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企旦三笠豆工:Do not resent a buddha， no matter what happens. People with 

faith will have even great sins forgiven， but people without faith will be 

unable to remove even small sins. To not have faith is something to be 

ashamed of. 

(120) 

皇旦皇呈主i金旦:Is it true that we cannot make formal visits to temples or 

shrines during the hassen eight days of restricted activity based. 

A旦主主主王 No，not at all. Why would there be some time when you would 

not want to have the Buddha listen to you? 

(121 ) 

Q旦皇主主i金旦:One refrains from formal visits to temples or shrines 

after moxibustion therapy. What about the fact that some people 

say we should throw away the clothes worn at that time? 

主旦主主旦r.:This is another totally absurd question. The only thing you 

have to do after moxibustion therapy is stop working or moving around. 

Moxibustion therapy is not something that requires imi abstinence to 

purify yourself of pollution. 

(122) 

皇旦皇旦包旦:It is true when people say that if someone dies who has 

eaten garlic or meat within three years， that person cannot be 

reborn in the Pure Land? 

主旦主主主王 This is another ridiculous question. Although people who eat 

the five pungent roots do not come to the final-moments ceremony， 

there certainly is no imi abstinence to purify oneself of pollution 

27八専 hassen.Eight days of restricted activity based on accidental pairing between 

stems and branches in the sexagenary calendar 
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the sutras. In the case of nenbutsu. there is no problem if you do not 

do the purification. But in the case of sutras. you should do the water 

purification ritual. even if you recite sutras every day. 

(115) 

盆旦皇旦並旦:Should we hold back from eating daikon white radishes or 

citron when doing religious services? 

Answer: Y ou need not 

(116) 

Q旦主主1並旦:What should be done with a woman's hair when she 

becomes a nun? 

主旦主主主 Useit in making paper for sutras. or put it inside a Buddhist 

statue 

(117) 

皇旦皇旦並旦:What do you think of a nun who wears an indigo-colored 

silk robe? 

A旦主主主王:This would be a m勾orsm. 

(118) 

皇盟主旦担旦:When making a formal visit to a shrine or temple it is 

said that men and women should wash their hair， or at least wash 

the top of their heads. Is this true? 

企旦主主主主:There is really no need to do either. 

(119) 

Q旦笠sti金旦:There is no reason why anyone should ever resent a 

buddha... 

* 52 国際対応研究 Ippyakllshijago kajd mondd 



Ippyaku sh甘白gok可。mondo

(110) 

皇旦堕1i旦旦:People say we should not cut our nails during a period of 

abstinence， or let women cut our hair. What do you thinl玉 ofthese 

things? 

Answer: Such restrictions are ridiculous. 

(11 1 ) 

皇旦鎧豆旦旦:1 write formal prayers to send to a deity， as do others. Is 

this considered improper? 

主旦主主主主:If you do overdo it. how could that be wrong? 

(112) 

皇旦皇sti金旦:The restriction against alcohol during a period of 

restricted activity (imi) is said to be seven days. Is this correct? 

Answer: Yes. it is. Nevertheless. if one is sick it is allowed. 

(113) 

皇旦皇st担旦:After eating fish or fowl， do we have to do a water 

purification ritual before reciting sutras? 

主旦主主主工 The original way of doing things was to do the water 

purification ritual before reciting sutras. To recite sutras without it 

would result in both merit and sin. But it is better to recite sutras even 

without the purification ritual than to not recite them at all. 

( 114) 

皇旦旦ti金旦:When a woman and a man want to recIte sutras after 

coupling， do they need to go through the water purification ritual? 

企旦主主主主 1nthis case it is just the same. The original presumption 

was that you would do the water purification ritual and then recite 
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(105) 

Q旦堕1i旦旦:What do you think about leaving the hair on the head of a 

[layJ man or woman when they die? 

主且主主主工 This is not about hair. By all consideration， this is about 

nenbutsu. 

(106) 

皇旦皇旦担旦:It is said that when a nun gives birth or keeps a man that 

she has committed one of the five grave offenses. Is this true? 

主盟主主ζSuchthings do not reach the level of the five grave offenses， 

but they are seen as serious 

(107) 

皇盟主tio!!:Is it a sin for a nun to grow her hair [after shaving her 

headJ? 

Answer: This act will cause her to be reborn in one of the three 

unfortunate realms 

(108) 

皇旦皇sti金旦:Is it a sin to sell off a sutra or a buddha image? 

企旦豆笠旦王。 Thatsin would be deep. 

(109) 

Q旦笠呈1i金旦:Is it a sin to sell people? 

企旦呈主主r:lndeed， that， too， is a sin 

2611:逆罪 Thefive grave offenses are the worst possible sins a Buddhist can commit: 
killing one's mother. killing one's father. killing an Arhat. causing dissention in the 
Sangha. injuring th巴 bodyof a buddha. 
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(100) 

皇盟主主主i旦旦:When we rnake an offering of rice during the lay precept-

observance rneal， should we not also offer a side dish? Do we also 

have to place a rice offering on the roof? Must we use earthenware 

dishes， or should 1 use a plate that is part of rny higire set of 

dishes? 

主旦豆主主主:Do whatever you like. 

(101 ) 

Q盟主主.!i金n:Is it a sin when a wornan feels jealous? 

Answer: The karmic retribution wherein someone is reborn as a woman 

is a real pity. 

(102) 

皇旦皇主主担旦:Can sorneone be reborn in the Pure Land even if they do 

nottake the tonsure? 

4旦主主主工:There are many lay people who are reborn in the Pure Land. 

(103) 

皇盟堕且金旦:What do you think of the idea of taking the five-colored 

thread used when sorneone dies and cutting it into rnany pieces so 

that it can be given to people? 

企旦豆玄室王:No， do not cut the thread. 

(104) 

皇旦金呈.!i金旦:When chanting nenbutsu， 1 rnay feel angry or rnany other 

ernotions rnay corne up as well. What should 1 do? 

A旦主主主主 Thefact that your mind is scattered and distracted is truly 

unsatisfactory. By all means， recite the nenbutsu with a focused mind. 
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4旦主主主r_:Whether you wash them or not is nothing to be seriously 

concerned about. 

(96) 

Q uestio n_: Some say that a Thousand-Arm Kannon and a 

Bhai~ajyaguru make us go into a period of abstinence (when making 

a pilgrimage to them]. What about this? 

企旦豆笠立 No，there is nothing to that. 

(97) 

Q旦豆sti金旦:What about (consuming] garlic-chives (nira) and garlic 

(hiru) during the Six Day Precept Observance (each month]? 

A旦三笠皇r:It would be good if you did not eat them. 

(98) 

皇旦盟主i旦旦:During the meals of a lay precept-observance， must there 

be purification performed? 

主旦主主主主 Theusual custom of purifying the body with water should 

be done away with， nor should one maintain a period of abstinence 

beforehand. The same goes for using higire-the food should be served 

just in ori trays. The women need not recite the usual chants of the lay 

precept-observance， they should just say the nenbutsu. These things， 

even if they are not observed on the lay precept-observance day， can be 

observed on any other day. 

(99) 

Q旦皇sti旦旦:Should we observe the three-year prayer? 

Answer: You need not do that. 
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(91 ) 

皇旦皇主主i旦旦:Does one accrue merit by listening to lectures on the 

Dharma? 

A旦主主主r:One does indeed gain merit from that. 

(92) 

Q旦主主主i旦旦:What do you think about a nenbutsu practitioner paying 

visits to shrines and temples? 

主旦主主主王:This is not anything to worry about. 

(93) 

皇旦皇sti金旦:When someone pays a visit to a shrine or temple and 

instead of reading a sutra to transfer merit only recItes the 

nenbutsu for that purpose， it is said to not be a problem. What do 

you think? 

主旦豆笠豆王:1 agree it is not a problem. 

(94) 

皇旦堕且旦旦:If 1 receive a fish that 1 did not intentionally have killed， 

do 1 incur the karma of killing it? 

A旦豆主主I:No. you are not responsible for killing it. 

(95) 

皇旦皇sti金旦:Is it necessary to wash the prayer beads held when taking 
25 

medicine? 

25 It is not clear whether this person happened to be holding his or her rosary when 

they took medicine. or if the beads were used in a prayer as part of the treatment 
In either case. we can probably assume that the issue here stems from the presence 
in the medicine of meat or some other substance considered foul-smelling and 
possibly polluting in a moral sense 
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主旦主主主王 Onemay or may not incur sin from doing this. When those 

offerings are the buddha's (i.e. when they have been placed on the 

buddha's altar). then one would be eating something donated to the 

buddha that forms a relationship with him. and to eat that would be a 

sm. 

(87) 

Q旦笠旦並旦:If someone stays in the areas around the Great Buddha at 

Todaiji or around Shite即時jiand lives off eating the [leftover] food 

that had been offered to the monks， will such a person be burdened 

with sin when he prays for the afterlife? 

主旦呈主主主:If he/she recites the nenbutsu. there is nothing to worry about. 

(88) 

Q旦鐙豆豆旦:If one accepts many offerings for a toki morning meal 

service， what about this? 

主旦呈主主r:This is not anything to worry about 

(89) 
制

皇盟主主i旦旦:What about pounding fabric in the early morning on the 

day of a toki service? 

主旦豆主主王:This is not anything to worry about. 

(90) 

皇旦皇sti金旦:For how many days after receiving the precepts is one 

supposed to maintain a period of abstinence? 

主旦豆主主主:The number of days is a personal choice. 

24みううち(御衣打つ)refers to preparing kimono before going out. By pounding the 
c1oth. it becomes shiny 
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shoulder sash? (see No. 47) 

企旦室主主王:This is not anything to worry about. 

(82) 

Q旦皇旦担旦:It is said that we should not eat beans or adzuki beans 

during a Buddhist meal. Is this true? 

主旦呈主主主:This is not anything to worry about. 

(83) 

Q旦主主主並n:Should we be concerned that whether lying down or up 

and about， one should always clean their mouths before reciting the 

nenbutsu? 

A旦主主主王:This is not anything to worry about. 

(84) 

皇旦主主主担旦:Is it a sin to receive offerings from lay supporters? 

全旦主主主工 Thisis not a problem for monks who performs their [dailyJ 

observances. For those who do not the sin would be a grave indeed. 

(85) 

Q旦盟主i旦旦:What do you think of the idea that people who eat the 

offerings given to a shrine are said to be snakes? 

A旦三笠主主 Suppliantpriests (negi) and full priests (kannushi) at Shinto 

shrines are completely devoted to their work. so it is natural that they 

would [partake in the offerings]. But if someone else eats a little of the 

offered food. this is not a serious offense 

(86) 

Q!!堕1i金n:Is it a sin to eat the offerings given to priests? 
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nothing to worry about. The notion that the drying of meat is a serious 

taboo is absurd. 

(78) 

Q旦盟主io旦:Is it improper to use a sutra for an offering to a deity 

(kami) during one's menstruation? 

主旦主主主r:You should probably be careful in how you treat a deity. but 

these kind of taboos are not part of the Buddha's Dharma. You should 

consult a Yin-Yang specialist. 

(79) 

Q旦皇旦担旦:It is said 1 must refrain from any visits to buddhas or 

kami one-hundred days after giving birth. Is this true? 

An豆笠豆r:There is no restriction to remove pollution in the Buddhist 
ぉ

teachings for this either. 

(80) 

皇旦皇旦担旦:It is said that if you begin reading a chapter in the Lotus 

Sutra but stop before finishing， that you cannot eat fish. What about 

this? 

A旦主主主王:This is not anything to worry about. 

(81 ) 

皇旦皇呈主i金旦:What about someone who comes to learn the scriptures 

without prayer beads (juzu) or who does not wear a kakeobi 

23 Here is it not entirely clear that only the mother is restricted from visiting shrines 

or temples. According to the Nihon minzoku shukyo }Iten. p. 543. typically the male 
child is taken to a shrin巴 onthe 32nd day after his birth. and a female child on the 
33cd day. In Kyoto. the mother is allowed to go on the looth day. but in the Kanto 
region. this was on the 75th day 
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主旦豆笠豆ζ:This is not a problem 

(74) 

皇旦皇sti金旦:What about the issue of wearing appropriate clothing in a 

less than ideal place for practices aimed at birth in the Pure Land? 

A旦主主主王:That is fine. This is precisely what you should be doing during 

the upavasatha period of observing the eight restrictions. 

(75) 

皇盟主主i旦旦:What about reciting sutras (樫よみ)during menstruation? 

企旦主主主主:Y ou need not concern yourself over this. 

(76) 

Q旦皇呈1i旦旦:When 1 ask for something and it is not granted， 1 feel 

resentment toward the Buddha. What about this? 

企旦主主主工 Donot be resentful. Blessings from the Buddha come from 

the presence of a cause within you or whether you have faith or not 

Whether for this world or the next， nothing can compare with asking 

the Buddha. 

(77) 

Q旦皇sti金旦:The eating of onions and garlic or meats require seven 

days of abstinence， do they not? Moreover， the drying of meat itself 

is also said to be a serious taboo. What about these things? 

主旦三宝旦:Once the smell of onions and such is completely gone， there is 

22八蔚戒.(八支近住務戒)These are eight restrictions or abstinences observed a 
24 hour p巴riod:no killing， no stealing， no [improper] sex. no lying， no intoxicating 
beverages， no bodily accessories or enjoyment of performances， no sleeping on high 

beds no eating after noon. What is interesting here is that the sixth item，装身具

does not specifically mention clothing 
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主旦E主主王:Just be diligent in reciting the nenbutsu. 

(70) 

皇旦皇呈ti豆旦:What do you think about lending to someone else the 

materials 1 have prepared for my own dying moments? 

A旦豆主豆r:This is not a problem. 

(71 ) 

Q旦金主主i旦旦:How should the twisting of the five-colored threads be 

done lin preparation for someone's final momentsl? 

Answer: Small children should do it. 

(72) 

Q旦主主主担旦:What do you think about not using chopsticks made 

from willow branches and avoiding the wearing of sashes in one's 

clothing that are obi made with tied pieces of fabric， green obi， or 

patternless obi? 

企旦皇芝立:This is nothing to worry about. 

(73) 

Q旦皇室1i金旦:What if someone does not wash the inside of a kimono 

worn when taking medicine? 

20 This bas巴don Gizan's commentary at Jozen 9.802. with reference to Kenko's 

Tsurezuregusa. Gizan speculates that the source of this question is someone of the 
anstocracy 

21 The original only says iukuyaku no wata服薬の綿 butbased on Gizan's explanation. 

this specifically refers to the inside of a kimono worn when taking medicine. The 

principle is that because medicines w巴remade with animal products. they were 
considered unclean. and as such c10thing worn when taking them retain巳dthe 
pollution of the contact. perhaps even a smell. This would have been particularly 

unacceptable for monastic's. but this question may refer to all people. 
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(65) 

Q盟主主!i旦旦:Do one or ten repetitions of nenbutsu eliminate [the karma 

produced] by committing one of the five heinous crimes or ten evils. 

Answer: Without doubt. 

(66) 

皇旦皇旦並旦:Even if we do not meet up with a spiritual guide in our 

final moments， will we attain Birth in the Pure Land [only] by 

means of our daily nenbutsu practice. 

主旦豆主主王 Even without the benefit of a spiritual guide， even if the end 

of your life does not proceed in the way you expected， if you invoke the 

nenbutsu you wiU be reborn in the Pure Land. 

(67) 

Q旦監且金旦:It is said that to slander the True Dharma is a sin much 

worse than even the five heinous crimes. Is this true? 

A旦呈主豆r:This is something one never does. 

(68) 

皇旦主主!i盟:When someone dies， does their head have to be shaved? 

4旦主主主王:Not necessarily 

(69) 

Q旦金st並旦:Why do 1 have these deluded， confused thoughts in my 

mind? What should 1 do about it? 

18五逆 Killingone's father. mother. an Arhat. injuring a buddha. or causing dissension 

within the Sangha 

19十 悪 Killing.stealing， adultery. lying. using offensive language. slandering. 

equivocating. coveting. becoming angry. and holding false views. ?? 
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good if you do so 

(61 ) 

皇旦皇旦並旦:It is said that a person should do everything he or she 

[physically) can to create merit. Is this true? 

企盟主主・ Thereis nothing 1 can say about that. One works to the extent 

of his ability. 

(62) 

皇旦皇sti旦旦:Is it necessary to install a scripture and a buddha at the 

same time? 

A旦豆豆豆王:No， it is not imperative that you do it that way. You can install 

them one at a time. 

(63) 

Q旦esti旦旦:Do we have to recite the Shakujo Sutra? 

A旦豆主主工 No，it is not necessary. Just say the nenbutsu at least once 

when you have the time. Nuns recite that sutra when walking to ward 

off insects. 

(64) 

Q旦皇sti金旦:What do you think about paying a visit to a shrine or 

temple during the mourning period of restricted activity? 

主旦亘主主主 1 am not bothered by that. Even on the anniversary of 

someone's death. 

17錫杖経 Seep. 63 in vol. 3 of Honen Shδ'nUl gohogo 
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how many days this is required. Three days would be excellent 

(56) 

Question: Is it improper (罪)to compose poetry? 

主旦主主主主:Not necessarily. 1t may result in sin， or it may produce merit. 

(57) 

Question: Is it improper (罪)to drink alcohol? 

Ans笠豆工・ 1ntruth this is not something you should do， but such is the 

way of the world. 

(58) 

Question: What about [eating) the meat of fish， birds， [and the like)-

is this any different [from the above two)? 

企旦呈主皇王:1t is just the same 

(59) 

Q旦盟主i旦旦:Do you approve of the practice of a woman maintaining 

one-hundred days of abstinence (精進)when becoming a nun? 

Answer: Yes 

(60) 

皇旦皇sti旦旦:When creating a buddha， it is necessary to include a 

scripture within it? 

主旦豆笠主主 1t is not absolutely necessary to include scripture， but it is 

16 It is not clear if the custom was for women to observe this period in order to become 

fully ordained or after becoming ordained. The grammar is尼になって.which 

suggests they have already become a nun. in which case this is refers to a kind 

of special retreat. But in fact this kind of abstinence should be normative for any 

町10naStlc
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(51 ) 

Q旦盟主i金旦:Is it improper (罪)to carry musk or cloves [to create an 

attractive smell)? 

企旦豆笠立:Collecting incense is improper. 

(52) 

Q旦豆sti旦旦:How should we view a woman learning the sutras from a 

man? 

全盟主立:This is acceptable. 

(53) 

Q旦豆旦並旦:It is said that one should never meet eyes with a person 

that has returned to lay status from the priesthood. Is that true? 

企旦呈主主ζ:That is not what is taught; such thinking is erroneous. 

(54) 

Q uestio !!_: If someone were to be returned to lay status 

unintentionally， what would that mean [regarding the degree of 

karmic repercussionJ? 

4旦呈主豆王Itwould probably be only slight. 

(55) 

Q旦主主主i金旦:When making a pilgrimage to a temple or shrine， do we 

need to maintain abstinence for three days or just one day? 

企旦豆笠豆r:The basis of this is faith; originally there was no doctrine of 

14 This question can refer to women learning from men. a wife learning from her 
husband， or women learning from a male who is specifically not a priest. But the 
manuscript published by Ry白kokuDaigaku shows the character妻 withめ asltS 
reading (p. 350)， so W 巴 aregoing with a general f巴male-maleissue 

15精進 sh6jjn.This designates a period of abstinence from meat， alcohol， and sex 
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(47) 

皇旦主主主i金旦:Is there any reason why we need to learn the sutras from 

a monk? 

企旦豆笠立Ifyou can read them yourself. you do not need to learn them 

from a monk. 

(48) 

ili!金sti旦旦:Is it necessary to listen to lectures on the Dharma and 

make visits to temples [to gain particular benefits)? 

主盟主主ζYouneed not; in fact these are not good things to do [if that 

is your objective]. All you need to do is quietly pursue your nenbutsu 

practlce. 

(49) 

Q盟主ti旦旦:Regarding the afterlife， what about addressing our 

concerns to kami? 

主旦豆笠皇r.:Nothing can surpass [Amida) Buddha when you speak to this. 

(50) 

Q旦主主主担旦:Are these popular preachers deeply sinful? And when 

people say that the women who want to become their wives are also 

deeply sinful， is that true? 

主旦三笠室主 Originallysuch people would be gammg merit for preaching 

the Dharma. but those we see now in this latter age will only accrue 

sin. And anyone who wants to become the wife of such a person is also 

com町lltmga sm 

13 Here kami refers to the local gods of ]apan. 
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(41) 

Q旦豆旦並旦:If one obtains protection， should that person make an 

offering in response? 

企旦三笠主王:It is not unacceptable if you do not. 

(42) 

Q旦皇sti旦旦:Is it a sin to give to a swindler or con man? 

Answer: That is a sin. 

(43) 

Q旦盟主i立旦:When reading a sutra， it is acceptable not to make an 

offering? 

A旦主主立:Just read the sutra 

(44) 

Q旦皇旦並旦:If someone reads a sutra a thousand times， is that making 

an offering? 

Answer目 You wi11 not be able to do that. 

(45) 

皇旦皇主主担旦:During the confession [ceremony)， should we adorn the 

altar with banners and flower-garlands? 

主旦主主主主:Not necessarily. J ust take this seriously with a11 your heart. 

(46) 

皇旦皇主主並旦:What about offering flowers and incense to the Buddha? 

A旦主笠金工 Atdawn you must offer these in the proper manner in your 

serVlce‘ Normally you can just put the flowers in a vase and light the 

incense， if circumstances do not prevent you from doing so 
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(36) 

皇旦金旦並旦:It is said that there is no irni abstinence because of 

transrnittable pollution (忌)associated with the death of a seven 

year-old child. What about this? 

A旦呈笠旦r:There is no notion of imi in Buddhism (仏教).This idea comes 

from secular culture 

(37) 

皇旦皇sti旦旦:When 1 use nikawa as an adhesive in buddha irnages， the 

resultant appearance is not perfect. ，司rhatshould 1 do? 

主旦豆笠主主 Thereis no way to avoid the look of the image being soiled. 

but [you have to] because if you don't use it you will not be able to 

complete your work. 

(38) 

Q旦皇sti旦旦:Is it wrong for a nun to take rnedicine [rnade with anirnal 

productsl? 

A旦豆笠豆工:1t is not inappropriate to take medicine when ill; but it would 

be wrong under normal circumstances 

(39) 

皇旦皇旦並旦:It is said that it is a sin to die before one's parents. How 

about this? 

企旦E笠豆r:The way things are in this defiled world. no one has the power 

to determine whether they die before or after their parents. 

(40) 

皇盟主1i笠旦:Is it worth it to create rnerit in this lifetirne? 

A旦主主主:Is it an excellent thing to do. 
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a sin. What do you think of this? 

Answer: That is not a sin 

(32) 

Q旦堕tio旦:If one takes a sutra that had been placed on an altar as a 

donation and gives it to someone， is that a sin. 

企旦主主主主 Tospread [the Dharma] creates merit [therefore this is a good 

thing] 

(33) 

皇旦皇呈ti旦旦:Is it a sin if one separates the rolls within a set that 

makes up a sutra and reads them individually? 

Answer: That does not constitute a sin 

(34) 

Q旦皇sti旦旦:Should one make ceremonial offerings to a buddha [imageJ 

that has been installed in a portable shrine in which the doors are 

closed up? 

Answer: Y ou should never do that. 

(35) 

Q旦皇室!i旦旦:Should we be performing the Sadaparibhuta Bodhisattva 

worship? 

企旦主主主r:These days people do not understand this. 

12不軽を拝む事 We are reading this as a a reference to the bodhisattva called常

不車!¥i(who appears in chapter 37 (つ)of the Lotus Sutra. He is famous for bowing 
before everyone he meets because he knows they will attain buddhahood one day 
This ritual is mentioned in the TaJe o[ Genji where it is explained as a reference to 
recognizing the buddha-nature (係;↑生)in everyone. but the term“buddha-nature" 
does not occur in the Lotus Sutra 
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power of nenbutsu 

(28) 

Q盟主旦担旦:A woman at court was listening to a sermon. When told 

to confirm [by the lecturerJ that she would maintain the precepts， 

she felt that she would probably break them so she refused to say 

“1 will keep the precepts." But at the very least， when listening 

to sermons at court， to pledge to keep the precepts is said to be 

admirable. Is this not true? 

主旦呈主主主:This is not something to be troubled about. Even if one were 

to break the precepts at a later time. nevertheless when one feels he/ 

she does intend to keep them. it is a good thing to say that you will. 

(29) 

皇旦皇stI旦旦:After applyIng gold.leaf to a buddha (statue)， should we 

also perform a ceremonial offering [供養 J?

Ans笠主工:No. that is not necessary. 

(30)所作問題

金旦皇旦並旦:If one neglects their (daily) practice， should they be 

training others? 

A旦主笠豆r:Even if they do not. they can [continue to teach]. 

(31 ) 

Q旦皇旦担旦:It is said that if someone folds a rolled sutra， he commits 

11 Some modern readers want to read nenbutsu practice into the word shosa所作。 and

it is possible that that is what Honen is referring to here. If so. the context yields the 

following exhange: does the lack of proper nenbutsu practice on the part of a teacher 

disQualify him/her from instructing others in nenbutsu practice? Answ巴r:no. it does 

not. But without any such reference. we will keep the context general 
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one is close， he may not be able to see it? 

主盟主立:Whether far or near. one should do what is convenient. and do 

not worry about how this is done 

(26) 

Q旦主主主担旦:Though it may not be necessary to see the Buddha or to 

draw a thread from [the image] to myself， if 1 do not recIte [the 

nenbutsu] myself but hear someone else recIte it， when 1 die will 1 be 

then born in the Pure Land? 

主旦主主主主Itis not necessary to be connected with a string [to the 

Buddha image]. Even if you cannot face the Buddha directly. if you can 

recite the nenbutsu you will attain Birth. In addition. you can attain 

Birth by hearing it. due to the presence of a profound and deep faith. 

(27) 

皇且皇並並旦:Some people say that when you think that long after you 

have left behind saIpsara and ended the process of [repeated] births 

in the triple-world， even though you have become a sentient being of 

the Land of Bliss， when your karmic relationship [to that existence) 

is exhausted， you will then be reborn in this world [again]. Is this 

true? For example， if one becomes a king and wants to be born in a 

heaven， or if one simply wants to leave behind the triple-world， how 

should one practice so that they do not return to there? 

Answer: These are all erroneous. Once one is born in the Land of 

Bliss. they will not return to this world after a long period of time. 

Everyone becomes a buddha there. One may return to this world to 

lead others to liberation. but even then one does not return to the wheel 

of transmigration. Nothing surpasses the nenbutsu in being able to 

bring about Birth and separation from the triple-world. This is the great 
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主旦主主主主 Thetitle of Doctrinal Master (wajo) designates the teacher 

from whom the pupil learns the doctrine during the ceremony of 

accepting the precepts. The Precept Master (acarya) designates teacher 

who formally administers the precepts at that time; he is also called 

karma-acarya. 

(23) 

Questio!!: One gains merit by keeping the days of precept-

observance for laymen， is that not right? Is this something that we 

must do? 

主旦豆笠豆王 Precept-observancefor lay people (斎とき)is meritorious 

Observing the precepts during the Six Day Precept Observance (六斎

upo$adha) is particularly so. When something serious occurs， such as an 

illness， however， this is not necessary. The fact that you can engage in 

serious nenbutsu practice and thereby separate yourself from samsara 

and be reborn in the Pure Land will be because of it [not斎 l

(24) 

皇旦皇旦包旦:Do you think (やらん)that at the time when we face the 

end we should imitate the hand mudra of Amida Buddha? Or do you 

think instead one should draw the thread to the left or to the right 

hand? 

主旦室主主r:It is not necessary to assume the hand mudra. You should just 

join your palms together as the central point (本体)and draw [the cord] 

in between them. 

(25) 

Q旦皇sti旦旦:Do you think (やらん)that even if one is far [from the 

Buddha image]， the string should still be drawn from it， for even if 
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Amida Sutra (Shorter Sukhavativyuhasutra) be read [aloud]? 

主旦皇主立:It was Shandao who said that if you vow to and do complete 

100.000 repetitions of the Amida Sutra within one lifetime. then you will 

assuredly be Born in the Pure Land. If you complete fifteen repetitions 

each day. then in twenty years time you will have recited the sutra 

100.000 times. If you do this thirty times per day. then you could read 

this [goal] in only ten years 

(20) 

皇旦皇並並旦:It is said the five colored cord is attached to the left hand 

of the Buddha. To which of my hands should it be drawn to? 

主且主主主ζ:It should be drawn to both the left and right hands 

(21 ) 

Q旦豆sti旦旦:Concerning how to Idispose of] writings of buddha names 

or other sacred matters in a way that is not careless， to merely 

burn them might produce ominous consequences， so what about 

chanting a mantra [incantation] while doing the burning. 

主旦主主主王:If you are going to burn them in this way. what mantra would 

you choose? Since we customarily treat such things with reverence. if 

you are going to burn them you should burn them in a purified place. 

(22) 

Q旦皇sti金旦:When someone is taking the precepts and it is said “you 

will be the Doctrinal Master (wajδ); you will be the Precept Master 

(ajari = acarya)，" 1 have no idea what this means. What is this? 

9 観念法門、 ]SZ4.226b. Shandao uses the verb論 here.
10徒にせじ=to do something properly円前文=呪文 ，反故 (ほご) = old. worn out (as in 

反故紙 )何条=どんな
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food， to do a water purification ritual， and wear clean clothes? 

企旦主主主王:Is not necessary for you to do this 

(16) 

皇旦皇旦並旦:If one is taking rnedicine for a seven or fourteen day 

period， when one of those days conflicts with one of the six days of 

precept-observance， what should we do? 

A旦主主主工 Theimportance of [the six days of precept-observance] is not 

something of such gravity. Therefore [if you skip observing it] it will 

not have ominous consequences 

(17) 

Q旦主主主担旦:Is the six day observance of lay precepts to be kept 

throughout one's entire lifetirne? Or， for how rnany years should it 

be done? 

企旦主主主王 As long as your heart is in it. 1 will not say anything about 

how long one should continue with this observance. 

(18) 

皇旦皇呈.ti豆旦:How rnany repetitions of nenbutsu should be perforrned in 

one's daily practice? 

主旦皇笠豆r:Counting of nenbutsu vocal repetitions begins at 10.000. and 

goes up to 20.000， 30，000， 40，000， 50，000， 60，000. a11 the way up to 100.000. 

But you only need to perform the amount that you feel is appropriate 

for yourself. 

(19) 

皇盟主主.ti金旦:Within one day， how rnany tirnes should the one roll of the 

8 This translation is based on reading the opening pronounそれ asrepresentmg六斎

* 29 



研究ノート

number of recitations)? 

企旦主主主工 Thatis a misconception. You can attain Birth by reciting it 

one hundred times. You can attain Birth by reciting it ten times. You 

can attain Birth by reciting it just one time. 

(12) 

皇盟主主主担旦:What do you think about some say that one should chant 

the Amida Sutra (Smaller Sukhavativyuhasutra) one-hundred 

thousand times? 

主旦呈笠皇r:To chant a sutra in this way reflects the same kind of thinking: 

that it is best to accumulate a large amount of such practice. 

( 13) 

皇旦豆旦担旦:If one does not necessarily set a goal of a specific number 

[of sutra recitations) in one's daily practice， can they instead merely 

recite what they feel they are able to and do nenbutsu [in the same 

way)? 

主盟主笠:If one does not decide on a certain number of recitations. they 

will become lazy (慨怠).so it is better to set the amount. 

(14) 

皇旦皇sti企旦:If， after eating leeks， scallions， garlic， or meat the 

resultant odor is still with someone， should that person continue 

their nenbutsu practice? 

主旦豆主金主:Nenbutsu does not disturb anything. 

( 15) 

Questio!!: When engaged in one of the six days of precept-

observance for laymen is it necessary for us to prepare vegetarian 
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perform nenbutsu with a focused mind. your sins will be removed and 

you will be born in the Pure Land. More than your delusions [about the 

world妄念 l.if you just recite nenbutsu your heavy karmic sins will be 

eliminated. 

(8) 

皇旦主主且立旦:Should 1 receive sutra dharaI).1 from a monk who 

performs abhisekha esoteric initiations? 

主旦主主主主 1 do not mind [the dharaf.1.l] from the Lotus Sutra. But the 

dha印刷 givenby monks who perform initiations are another matter 

This you should keep in remember 

(9) 

皇旦堕且豆旦:What about the admonition to meditate (念)on the mother 

of the Buddha in the Samantabhadra stitra. 

Answer: 1 am not aware of that. 

(10) 

Q盟 sti旦旦:What do you think about the fact that some people say a 

child within its first one hundred days should be prohibited from 

being brought to a temple or shrine because it is impure. 

主旦主主主工 Oneshould not be troubled by the notion that an infant 

is impure for its first one hundred days目 Whateveris affected by 

something dirty (“polluted" ?) is dirty; this is not limited to infants. 

)
 

4
E
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(
 
Q旦皇旦並旦:It is said that if one chants one million nenbutsu one 

hundred times， one will be born in the Pure Land without fail， but 

what happens if a person's life is short [and cannot complete this 
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possibly realize it? Your question has no merit. 

(5) 

Q旦旦豆旦旦:If 1 recite the sacred names (名号)of the seven buddhas 

of the past， believing what 1 am told [by others)， will this eliminate 

my sins? More than anyone else， it is you (それ=第二人称)who 1 

rely upon to answer this for me. 

Answer: You need not do this because such nenbutsu will not eliminate 

those sins. 

(6) 

皇旦皇主主i金旦:Is it true that if someone speaks disparagingly of a 

uninteresting teacher that there will be no blessings from him/her? 

A旦主主主主・Oneshould not speak disparagingly of any teacher. Among all 

those to whom one feels a debt of gratitude， that to one's teacher is the 

deepest. 

(7) 

Q旦皇旦担旦:If 1 focus my mind， but am neither able to solve my other 

issues nor do other forms of practice， will 1 go to the Pure Land 

just with nenbutsu? 

主盟主主工 Feelingconfused is the common condition of ordinary people， 

who naturally feel powerless about their situation. If you can just 

6 List names here 

7 It is not clear what the object of the term念仏 ishere. 1 am assuming it refer巴sto 
the recitation of the names of the seven buddhas of the past. but it could also be 
taken as a dir巴ctrepresentation of namu amida butsu， i.e. relevant to Amida Buddha 
only. The probl巴mis that the term nenbutsu does not appear in the question， but 
only the issue of sacred name recitation. But Honen only uses nenbutsu to refer to 
recitation. so either reading is possible 
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indicate presenting other things of value (たから)

(3) 

皇旦旦且旦旦:It is necessary to what is known as“suchness-vision (民知

観)"? 

主旦主主主主 Thisis something that Genshin speaks of. but this is a bad 

idea. In general suchness-vision cannot be attained by sentient beings. 

It is not thought of for the purpose of ojo. so [your question] has no real 

value. 

(4) 

ili!皇旦担旦:Its purpose is said to be the contemplation of the 

emptiness of things. The term“emptiness contemplation" means this， 

right? If so， then it seems to correspond to teachings like “one must 

practice non-attachment to worldly things." That is why 1 came， for 

you to see this. 

主旦主笠皇r:This is part of the numenal contemplation praxis (理観)[of 

the traditionl. and cannot be realized. Monastics who practice this over 

many years are still unable to accomplish it. so how could a lay woman 

(女房)without any knowledge of how this system of practice works 

2 まいらす isa form made from参る inmizenkei + the causative jodoshiス However 

over time it morphed into a verb in of itself that expresses an honorific sense of 

gl Vlng. as ln さしあげ、る

3 民如種目 A 

4 Honen is referring to a work attributed to Genshin called Shinnyokan奨如観 .ln

DBBZ 33.5l. This is a practice in the Tientai/Tendai and Chan/Zen traditions of 

awakening to the reality of a universal suchness as the basic operating principle in 

the world. as opposed to disciminating thinking 

5 There are differences in this adjective among recensions:わろき物 (HSZ.聖典本門).

but the聖典釈門 changesthis to i悪しJ. The original Genko edition has the hiragana 
form iわろし物J(Ry白daitext黒谷上人語燈録 p.336).
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IppyaKu shijago K4?mondo 

一百四十五箇篠問答
Translated by Mark L.Blum 

)
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皇旦豆豆.!i立旦:When repairing old temple buildings and stupas， it is 

necessary to perform ritual offerings (kuyδ供養)?

主旦豆笠金王Itis not necessarily required to perform a ritual offering [in 

this case]目 Onecan also say， if you perform the ritual offering， it would 

not be a bad thing (あしき[悪]).Because such rituals create merit， 

however. does not mean that to not perform the ritual is sinful (罪)and 

one would thereby gain bad karma (あしき事)

(2) 

Q旦皇sti旦旦:Is the consecration of a buddhist image by installing the 

eyes (開眼)the same as a ritual offering? 

A旦主主主工 Theconsecration of an image with its eyes and a ritual 

offering were separate things but have become fused (しあいて).The 

三onsecrationof a buddhist image by installing the eyes" originally 

referred to the artist who in adding this representation "opens" its 

eyes; this is ca11ed the phenomenal (事)opening of the eyes. Next a 

monk wi11 use a“buddha-eye mantra" to open it eyes， and a Vairocana 

mantra to complete a11 the virtues of a buddha; this is called the 

numenal (理)opening of the eyes. The term“ritual offering" means 

to present flowers， incense， food， candle-light， and so forth; it can also 

1 This translation based on chapter 8 in vol. 4 of the jodoshl1 s臼 ten，p. 167-193. The 
shakumon稼門 isiI kakikiudashi in the Seiten. from 449 
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26日

・現代布教研究会

-浄土宗大辞典研究会

27日

-四十八巻伝研究会

28日

・四十八巻伝研究会

30日

-往生と死への準備研究会

(総合研究所)

(総合研究所)

(大正大学)

(大正大学)

(浄土宗宗務庁東京第 l会議室)

-浄土三部経研究会 (総合研究所)

-浄土宗大辞典研究会

(浄土宗宗務庁東京第2会議室)

.明治期の浄土教団の研究

(浄土宗宗務庁東京第 l会議室)

.圏内閲教研究会

(浄土宗宗務庁東京第2応接室)

31日

・往生と死への準備研究会

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

・国際対応研究会 (総合研究所)
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23日 9日

-現代布教研究会 (総合研究所) -往生と死への準備研究会

-浄土三部経研究会 (総合研究所) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

-現代葬祭仏教研究会 -浄土三部経研究会 (総合研究所)

(浄土宗宗務庁東京第 1応殺筆) -浄土宗大辞典研究会

-浄土宗大辞典研究会 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -現代葬祭仏教研究会

-生命倫理の諸問題研究会 (浄土宗宗務庁東京第1応接室)

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) 10日

24日 -国際対応研究会 (総合研究所)

-四十八巻伝研究会 (大本山清浄華院) 11日

-往生と死への準備研究会 -浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所)

(西明寺・普門院診療所) 12日

25日 -現代布教研究会 (総合研究所)

-往生と死への準備研究会 -現代葬祭仏教研究会 (総合研究所)

(西明寺・普門院診療所) 16日

26 EI -浄土三部経研究会 (総合研究所)

-往生と死への準備研究会 -浄土宗大辞典研究会

(みやざきホスピクル) (浄土宗宗務庁東京第 1応接室)

-圏内問教研究会 (総合研究所) -圏内関教研究会

-凶十八巻伝研究会 (f'弗教大学) (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

-海外開教研究会

(浄土宗宗務庁東京第2会議室)

-明治期の浄土教団の研究

2日 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

-浄土三部経研究会 (総合研究所) 23日

-浄土宗大辞典研究会 -浄土三部経研究会 (総合研究所)

(浄土宗宗務庁東京第 1会議直) -浄土宗大辞典研究会

-現代葬祭仏教研究会 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

(浄土宗宗務庁東京第 1応接室) -圏内閲教研究会

5日 (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

-現代布教研究会 (総合研究所) -生命倫理の諸問題研究会

-現代葬祭仏教研究会 (浄土宗宗務庁東京第 1応接室)

(浄土宗宗務庁東京第 1応核室) 25日

-浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所)

* 20 



-四十八巻伝研究会 (大本山清浄華院) 6日

-現代務祭仏教研究会 (総合研究所) -現代葬祭仏教研究会 (総合研究所)

20日 -伝承儀干LIiJf究会 (増上寺安国殿)

-国際対応研究会 (総合研究所) -四十八巻伝研究会 (大本山清浄華院)

21日 9日

-浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所) -浄土三部経研究会 (総合研究所)

22日 -現代葬祭仏教研究会 (総合研究所)

-現代布教研究会 (総合研究所) -浄土宗大辞典研究会

23日 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

-圏内関教研究会 -明治期の浄土教団の研究 (総合研究所)

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -仏教福祉研究会

-現代布教研究会 (総合研究所) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

-浄土宗大辞典研究会 (総合研究所) 10日

-四十八巻伝研究会 (大正大学) -国際対応研究会 (総合研究所)

26日 12日

-現代葬祭仏教研究会 -浄土宗大辞典研究会 (総合研究所)

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) 13日

-生命倫理の諸問題研究会 -現代葬祭仏教研究会 (総合研究所)

(浄土宗宗務庁東京第2応接室) -伝承儀礼研究会 (増上寺安国殿)

-浄土三部経研究会 (総合研究所) 14日

-浄土宗大辞典研究会 -伝承儀礼研究会 (増上寺安国殿)

(滞土宗宗務庁東京第 1会議室) 16日

27日 往生と死への準備研究会

-伝承儀礼研究会 (増上寺会館) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

29日 -浄土三部経研究会 (総合研究所)

-四十八巻伝研究会 (f弗教大学) 浄土宗大辞典研究会

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

-現代葬祭仏教研究会 (総合研究所)

-海外開教研究会 (総合研究所)

2日 17日

-浄土三部経研究会 (総合研究所) -国際対応研究会 (総合研究所)

. ~浄土宗大辞典研究会 -四十八巻伝研究会 (大本山清浄華院)

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) 18日

-伝承儀宇凶f究会 (総合研究所) -浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所)

3日 20日

-現代布教研究会 (総合研究所) -現代葬祭仏教研究会 (噌上寺三縁ホール)
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. f(t_l::;[;大師典研究会 16日

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) I .浄土宗大辞典研究会

28 R 

-四十八巻{云liif究会

1日

・浄土三部経研究会

17日

同大学) I 浄土学研究の基礎的整理

18日

・現代布教研究会

19日

・浄土宗大辞典研究会

(総合研究所) I 伝承儀礼研究会

(総合研究所)

(総合研究所)

(総合研究所)

(総合研究所)

(噌上寺会館)

国内開教研究会 | ・四十八巻伝研究会 (大本山消汗嘩院)

(f.(t 1宗宗務庁東京第 uAS拡室) I 22日

浄土宗大辞典附究会 I .浄土三部経研究会 (総合研究所)

(1ft卜.宗宗務庁東京第 1会議室) I・現代葬祭仏教研究会

5日 (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

・現代布教研究会 (総合研究所) I ・浄土宗大辞典研究会

8日 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

11:生と死への準備研究会 | ・仏教福祉研究会

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) I (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

・浄上 =:)~I終研究会 (総合研究所) 24日

. '1'.命倫J1Hの諸問題研究会 (総合研究所) I ・四十八巻伝研究会

-現代葬祭仏教研究会

(浄上宗宗務庁東京第 1会議主)

.浄土宗大1特典研究会

(浄土宗宗務h 東京第 1会議室) 8日

-四十八巻伝li}f'先会 (大本山花I浄華院) I ・浄土宗大辞典研究会

(例教大学)

9日 I (浄土宗宗務庁東京第 l会議室)

国際対応研究会

-浄土宗大辞典研究会

12日

・浄土宗大隊典liif究会

15日

・浄土二部経研究会

-明治則の浄上教団の研究

(総合研究所) I 13日

(総合研究所) I ・四十八巻伝研究会

15日

(総合研究所) I ・圏内開教研究会

(大本山消浮嘩院)

I (浄 t宗宗務庁東京第 1会議室)

(総合研究所) I ・現代布教研究会 (総合研究所)

19日

(浄上宗宗務庁 東京第 1会議室) I・浄土三部経研究会 (総合研究所)

・現代葬祭仏教研究会 | 仏教福祉研究会

(狩，土宗宗務庁 *j;(第 2会議室) I (浄土宗宗務庁東京第1会議室)
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22日 -浄土宗大辞典研究会

-浄土宗大辞典研究会 (総合研究所) (滞土宗宗務庁東京第 l応接室)

23日 -伝承儀礼崩究会

-浄土宗大辞典研究会 (総合研究所) (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

24日 -四十八巻伝研究会 伏本山消符嘩院)

-四十八巻伝研究会 (大正大学) 13日

27日 -浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所)

-海外関教研究会 17日

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -浄土三部経研究会 (総合研究所)

-浄土三部経研究会 (総合研究所) -海外関教研究会

-生命倫理の諸問題研究会 (浄土宗宗務庁東京第 1応接室)

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -現代葬祭仏教研究会

-現代葬祭仏教研究会 (浄土宗宗務庁東京第 1応接室)

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -浄土宗大辞典研究会

-仏教福祉研究会 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -仏教福祉研究会 (増上寺慈雲閣)

-四十八巻伝研究会 (大本山清浄華院) 18日

29日 -往生と死への準備研究会 (総合研究所)

-現代布教研究会 (総合研究所) -現代葬観ム教研究会

-浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所) (浄土宗宗務庁東京第 1応接室)

-近世浄土宗学の基礎的研究 (京都分室)

19日

-浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所)

3日 20日

-四十八巻伝研究会 (大本山消浄華院) -浄土宗大辞典研究会 (総合研究所)

4日 -伝承儀礼研究会 (増上寺安国殿)

-現代葬祭仏教研究会 21日

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -現代布教研究会 (総合研究所)

5日 25日

-浄土三部樹脱会 (総合研究所) -近世浄土宗学の基礎的研究 (京都分室)

10日 26日

-圏内閲教研究会 -浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所)

(浄土宗宗務庁東京第2応接室) -四十八巻伝研究会 (f'弗教大学)

-浄土三部経研究会 (総合研究所) 27日

-現代葬祭仏教研究会 -現代布教研究会 (総合研究所)

(滞土宗宗務庁東京第 1会議室)
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-現代葬祭仏教研究会 -仏教福祉研究会

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

16日 30日

-現代布教研究会 (総合研究所) -国際対応研究会 (総合研究所)

-国際対応4耳究会 (総合研究所)

-浄土宗大辞典研究会 (総合研究所)

-四十八巻伝研究会 (大本山消浄華院)

18日 3日

-四十八巻伝研究会 (大本山清浄華院) -浄土宗大辞典研究会 (総合研究所)

19日 4日

-浄土宗大辞典研究会 (総合研究所) -伝承儀礼研究会 (増上寺安国殿)

-伝承儀字回T究会 (増上寺会館) 6日

22日 -明治期の浄土教団の研究

-往生と死への準備研究会 (浄土宗宗務庁東京第1会議室)

(浄土宗宗務庁 東京第2会議室) -浄土三部経研究会 (京都分室)

-明治期の浄土教団の研究 -現代葬祭仏教研究会

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

-国内閲教研究会 -浄土宗大辞典研究会

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) (浄土宗宗務庁東京第1会議室)

-現代葬祭仏教研究会 9日

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -現代布教研究会 (総合研究所)

-浄土宗大西字典研究会 11日

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -四十八巻伝研究会 (大本山消浄華院)

24日 14日

-浄土宗大辞典研究会 (総合研究所) -国際対応研究会 (総合研究所)

25日 -現代葬祭仏教研究会

-四十八巻伝研究会 (1弗教大学) (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

26日 15日

-現代布教研究会 (総合研究所) -現代布教研究会 (総合研究所)

-浄土三部経研究会 (総合研究所) -浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所)

-四十八巻伝研究会 (大正大学) 20日

29日 -往生と死への準備研究会

-生命倫理の諸問題研究会 (i1'土宗宗務庁東京第2会議室)

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) -浄土三部経研究会 (総合研究所)

-現代葬祭仏教研究会 -浄土宗大辞典研究会

(部土宗宗務庁東京第 1会議室) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

* 16 



9日 -浄土宗大辞典研究会

-浄土宗学研究の基礎的整理 (総合研究所) (浄土宗宗務庁東京第1会議室)

-浄土宗大辞典研究会 (総合研究所) 19日

10日 -国際対応研究会 (総合研究所)

浄土宗大辞典研究会 (総合研究所) -伝承儀宇L1iJf究会 (増上寺会館)

17日 21日

-現代布教研究会 (総合研究所) -現代布教研究会 (総合研究所)

-仏教福祉研究会 22日

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -現代布教研究会 (総合研究所)

281J 25日

-生命倫理の諸問題研究会 -海外開教研究会

(浄土宗宗務庁東京第11.芯核室) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

-浄|二宗大辞典研究会 (総合研究所) -生命倫理の諸問題研究会

-仏教福祉研究会 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) 26日

29日 -国際対応研究会 (総合研究所)

-現代布教研究会 (総合研究所) -現代葬祭仏教研究会

-国際対応研究会 (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

(浄土宗宗務庁東京第 1応接室) 27日

-浄土宗大辞典研究会 (総合研究所)

28日

-浄土宗大辞典研究会

1日 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

-現代布教研究会 (総合研究所)

4日

-出三と死への準備研究会

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) 1日

11日 -現代葬祭仏教研究会

-圏内問教研究会 (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

(符上宗宗務庁東京第 1会議室) -滞土宗大辞典研究会

-浄土宗大辞典研究会 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) 2日

18日 -国際対応研究会 (総合研究所)

-現代葬祭仏教研究会 12日

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -浄土三部経研究会 (総合研究所)
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(浄土宗宗務庁東京第2応接室) -明治期のj争土教団の研究

-浄土宗大辞典研究会 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -国際対応í~Jf究会 (総合研究所)

10日 -現代葬祭仏教研究会

-現代布教研究会 (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

(浄土宗宗務庁東京第 1応接室) -浄土宗大辞典研究会

-国際対応iM究会 (総合研究所) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

-浄土宗大辞典研究会 (総合研究所) -仏教福祉研究会

11日 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

-国際対応、研究会 (総合研究所) 25日

-浄土学研究の基礎的整埋 -浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所)

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) 26日

-浄土宗大辞典研究会 (総合研究所) -四十八巻伝研究会 (1弗教大学)

13日 27日

-凶十八巻伝研究会 (大正大学) -四十八巻伝研究会 伏正大学)

16日 30日

-浄土三部経研究会 (総合研究所) -往生と死への準備研究会

-現代葬祭仏教研究会 (浄土宗宗務庁東京第1会議室)

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) -浄土三部経研究会 (総合研究所)

-浄土宗大辞典研究会 -生命倫理の諸問題研究会

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) (浄土宗宗務庁東京第 1応報室)

-伝承儀礼JiJf究会 -浄土宗大辞典研究会

(浄土宗宗務庁東京第 1応接室) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

-四十八巻伝側究会 (大本山清浄華院)

-国際対応研究会 (総合研究所)

17日

-現代布教研究会 7日

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -現代葬祭仏教研究会

-国際対応研究会 (総合研究所) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

20日 -浄土三部経研究会 (総令研究所)

-生命倫理の諸問題研究会 (知恩院) -浄土宗大辞典研究会

23日 (浄土宗宗務庁東京第 1応接室)

. j争土三部経研究会 (総合研究所) -伝承儀礼研究会

-海外開教研究会 (浄土宗宗務庁東京第 1応接室)

(浄土宗宗務庁東京第2応接室) 8日

-国際対応研究会 (総合研究所)
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9日 -仏教福祉研究会

-現代葬祭仏教研究会 (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) -伝承儀礼研究会

12日 (浄土宗宗務庁東京第 1応接室)

-浄土三部経研究会 (総合研究所) 28日

-現代葬祭仏教研究会 -浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所)

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) 30日

-海土宗対字典研究会 -現代布教研究会

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

-四十八巻伝研究会 (大本山清浄華院) -四十八巻伝研究会 (大正大学)

13日

-国際対応研究会 (総合研究所)

-現代布教研究

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) 2日

16日 -国際対応研究会

-往生と死への準備研究会 (総合研究所) (浄土宗宗務庁東京第 1応接室)

-四十八巻伝研究会 (大正大学) -浄土三部鮪汗究会 (総合研究所)

19日 -国内開教研究会

-浄土三部経研究会 (総合研究所) (浄土宗宗務庁東京第2応接室)

-明治期の浄土教団の研究 -現代葬祭仏教研究会

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

-国内開教研究会 -浄土宗大辞典研究会 (三康文化研究所)

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) -四十八巻伝研究会 (大本山清浄華院)

-浄土宗大辞典研究会 3日

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) -国際対応研究会 (総合研究所)

20日 -浄土宗対字典研究会 (総合研究所)

-国際対応;~斤究会 (総合研究所) 4日

22日 -浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所)

-四十八巻伝研究会 (j弗教大学) 6日

26日 -国際対応研究会 (総合研究所)

-国際対応研究会 (総合研究所) 9日

-浄土三部経研究会 (総合研究所) -往生と死への準備研究会

-現代葬祭仏教研究会 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) -国際対応研究会 (総合研究所)

-生命倫理の諸問題研究会 -浄土三部経研究会 (総合研究所)

(浄土宗宗務庁東京第 1会議室) -圏内閲教研究会
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平成 20年度浄土宗総合研究所活動一覧

21日

1日 -浄土三部経研究会 (総合研究所)

-国際対応研究会 (総合研究所) -生命倫理の諸問題研究会 (総合研究所)

4日 -浄土宗大辞典研究会

-四十八巻伝研究会 (宗学研究所) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

7日 -仏教福祉研究会

-浄土三部経研究会 (総合研究所) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

8日 -浄土三部経研究会 (総合研究所)

-国際対応研究会 (総合研究所) -四十八巻伝研究会 (大本山清浄主義院)

-生命倫理の諸問題研究会 (総合研究所) 23日

10日 -現代布教研究会 (総合研究所)

-凶十八巻伝研究会 (大本山清浄華院) -国際対応研究会 (総合研究所)

14日 -浄土学研究の基礎的整理

-往生と死への準備研究会 (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) 24日

-浄土三部経研究会 (総合研究所) -近世浄土宗学の基礎的研究 (京都分室)

-浄土宗大辞典研究会 28日

(浄土宗宗務庁東京第 l会議室) -国際対応研究会 (総合研究所)

-現代葬祭仏教研究会 -四十八巻伝研究会 (j'弗教大学)

(浄土宗宗務庁東京第2会議室) -現代葬祭仏教研究会

-伝承儀宇Lliff究会 (浄土宗宗務庁東京第2会議室)

(浄土宗宗務庁東京第 1応接室) -明治期の浄土教団の研究

-凶十八巻伝研究会 (大本山清浄華院) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

15日 -浄土宗大辞典研究会

-国際対応研究会 (総合研究所) (浄土宗宗務庁東京第 1会議室)

16日

-浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所)

18日

現代布教研究会 (総合研究所) 7日

-浄土学研究の基礎的整理 (総合研究所)
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[特別業務]大遠忌関連プロジ‘ェクト 浄土三部経研究

代表/顧問 石上善臆

主務 袖山栄輝

研究員
柴田泰山 斉藤舜健 石田一裕

佐藤堅正

嘱託研究員 郡嶋昭不

研究スタッフ 石上書磨、

[特別業務]大遠忌関連プロジ工ク卜 四十八巻伝研究

代表/顧問 伊藤唯真

主務 善 裕 昭

研究員 曽田俊弘 林田康順 吉田淳雄

米津実江子 真柄和人 千古利恵子

嘱託研究員
中井員孝 安達俊英 郡嶋昭示

坪井直子 小嶋知善 大場朗

山本真吾
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[特別業務]特別プ口ジ、エ ク卜 浄土宗善本叢書研究

主務

嘱託研究員

善裕昭

米海実江子 伊藤真宏 松島吉和

[特別業務]大遠忌関連プロジ‘ェク卜 浄土宗大辞典研究

代表/顧問 石上善臆

東部スタップ

主務 林田康)1頂[伝法]

大蔵健司 [宗制・ 哲学・成句] 西城宗隆 [法式 ・葬祭]

袖山祭輝 {一般仏教語] 石川琢道 [人名]

研究員
柴田泰山 [一般仏教語] 曽根宣雄 [宗学]

和田典善 [書名(日本)1 名和清隆 [宗教・民俗]

宮入良光 [布教 ・仏教美術] 石田一裕 [一般仏教語]

荒木信道 [法式]

研究助手 中野孝昭 [法式]

工藤量導 [伝法] 東海林良昌 [宗史・歴史国文]

嘱託研究員
村田洋一 [寺院・詠唱・組織] 吉水岳彦 [宗学]

吉田淳雄 [宗史 ・歴史・国文]江島尚俊 [宗教・宗史(近代)]

郡嶋昭示 [典籍]

西部スタップ

研究員 湾}僚舜健 善裕昭

嘱託研究員 安達俊英 清水秀浩 米津実江子

研究スタ ップ 大沢亮我

管理班担当

研究員
大蔵健司 林田康順 石川琢道

和田典善 佐藤堅正

嘱託研究員 工藤量導 郡嶋昭京
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[総合研究]総合研究プ口ジ、エク卜 往生と死への準備研究

主務 今岡達雄

研究員 戸松義晴 曽根宣雄

嘱託研究員
工藤量導 Jonathan Watts 宮坂直樹

東海林良昌 関徳子

研究スタ ッフ 佐藤雅彦

[総合研究]教学的関連プロジ‘ェクト 浄土教学研究の基礎的整理

主務 柴田泰山

嘱託研究員 郡嶋昭不 工藤量導

石川達也 沼倉雄人 加藤芳樹

研究スタップ 大屋正順 杉山裕俊 遠田憲弘

高橋寿光

[基礎研究]法式的関連プ口ジ‘ェクト 伝承儀礼研究

主務 坂上典翁

研究員 西城宗隆 荒木信道 中野孝昭

田中和敬 田中勝道 庚本条康

渡辺裕章 山本晴雄 中野晃了

嘱託研究員 宮坂直樹 清水秀浩 南忠信

大沢亮我 八尾敬俊 廃本康真

福西賢兆

[特別業務]布教的関連プロジ.エク卜 現代布教研究

主務 今岡達雄

研究員 後藤真法 宮入良光 八木英哉

嘱託研究員 工藤量導 佐藤晴輝

研究スタッフ 郡嶋泰威 藤井正史
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[総合研究]総合研究プロジェク 卜 国際対応研究

代表/顧問 田丸徳善

主務 戸松義晴

研究助手 佐藤堅正

田中和敬 岩田斎肇 Jonathan Watts 

嘱託研究員 Karen Mack 宮坂直樹 北保竜士

繭 法 明 川名里奈

小林正道 佐藤良純 松涛弘道

研究スタ ッフ 袖山祭填 生野善応 服部正穏

藤木雅雄 松涛誠達

[総合研究]総合研究プ口ジ‘ェ ク卜 明治期の浄土教団の研究

主務 大蔵健司

今岡達雄 熊井康雄 林田康順

坂上雅翁 坂上典翁 柴田泰山

研究員 戸松義晴 後藤真法 石川琢道

宮入良光 武田道生 吉田淳雄

伊藤茂樹

工藤量導 江島尚俊 鷲見定信
嘱託研究員

東海林良昌 藤森雄介

研究スタッフ 石川達也

[総合研究]総合研究プロジ‘ェクト 近世浄土宗学の基礎的研究

主務 斉藤舜健

研究員
曽田俊弘 上田千年 伊藤茂樹

井野周隆

嘱託研究員 米津実江子 清水秀浩
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平成 20年度研究課題別スタップ一覧

[総合研究]総合研究プロジ‘エク 卜 開教研究

代表/顧問 武田道生

主務 名和清隆

研究員 戸松義晴 石田一裕

嘱託研究員
水谷浩志 鷲見定信 宮坂直樹

郡嶋昭示

[総合研究]総合研究プロジェク卜 仏教福祉研究

代表/顧問 長谷川匡俊

主務 曽根宣雄

研究員 坂上雅翁 上田千年 曽田俊弘

嘱託研究員
吉水岳彦 郡嶋昭示 鷲見宗信

藤森雄介 関徳子

研究スタッフ
渡港義昭 石川基樹 丹羽信誠

石川到覚 落合崇志 横井大覚

[総合研究]総合研究プロジ‘エクト 生命倫理の諸問題研究

代表/顧問 今岡達雄

主務 吉田淳雄

研究員
戸松義晴 袖山栄輝 名和清隆

坂上雅翁 林田康順

嘱託研究員 田中和敬 水谷浩志 粛藤智明

[総合研究]総合研究プロジ.エクト 現代葬祭仏教研究

主務 西城宗隆

研究員
熊井康雄 大蔵健司 武田道生

名和清隆 和田典善 八木英哉

嘱託研究員 田中和敬 鷲見定信
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平成 20年度 研究プロジェクト一覧

1 開教研究

2 仏教福祉研究

3 生命倫理の諸問題研究

4 現代葬祭仏教研究
[総合研究]総合研究プロジェクト

5 国際対応研究

6 明治期の浄土教団の研究

7 近世浄土宗学の基礎的研究

8 往生と死への準備研究

教学的関連プロジェクト 9 浄土教研究の基礎的整理

[基礎研究]法式的関連プロジェクト 10 伝承儀礼研究

布教的関連プロジェクト 11 現代布教研究

特別プロジェクト 12 浄土宗善本叢書研究

13 浄土宗大辞典研究
[特別業務]

大遠忌関連プロジェクト 14 浄土三部経研究

15 四十八巻伝研究
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総合研究所運営委員一覧

(平成 20年 7月 1日現在)

委員 (役職)

委員

桂大滅(教学局長)

吉水光慈(財務局長)

里見嘉嗣(社会国際局長)

柴村尭海(文化局長)

石上善謄(総合研究所長)

今岡達雄(総合研究所主任研究員)

熊井康雄(総合研究所主任研究員)

梶村玄昇

岡本圭示

小津憲珠

柴田哲彦

庚川尭敏

福原隆善

奔郷英唱

藤本海彦
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浄土宗総合研究所研究員一覧
(平成 20年 7月1日現在)

干 105∞11 東京都港区芝公園4-7-4 明照会館 4階

電話 03-54 72-6571 (代表) FAX 03-34384033 

〈分室)

干 603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町 98 仏教大学内

電話 075-495-8143 FAX 075495-8193 

ホームページアドレス http://www.jsri.jp/ 

所長

主任研究員

専任研究員

研究員

研究助手

石上善謄、

今岡達雄

熊井康雄

大蔵健司 ・斉藤舜健 ・西城宗隆・ 袖山栄輝 ・戸松義晴

荒木信道・石川琢道 ・石田一裕 ・伊藤茂樹・井野周隆 ・上田千年 ・

後藤真法・坂上雅翁 ・坂上典翁 ・佐藤堅正・柴田泰山 ・善裕昭・

曽田俊弘 ・曽根宣雄・武田道生 ・名和清隆 ・林田康11慎・宮入良光 ・

八木英哉 ・吉田淳雄・和田典善

中野孝昭

常勤嘱託研究員 工藤量導・郡嶋昭示 ・田中敬子・米津実江子

嘱託研究員 繭法明 ・安達俊英 ・伊藤真宏 ・岩田斎肇 ・江島尚俊・大沢亮我 ・

K訂 'enMack'川名里奈 ・郡嶋泰威・小林正道・斉藤隆尚・粛藤知明 ・

佐藤晴輝・佐藤良文・清水秀浩・東海林良昌 ・JonathanWatts ・

関 徳子・千古利恵子・竹内虞道・田中勝道・庚本条康・庚本康真・

北悔竜士・細田芳光・藤井正史・藤森雄介 ・真柄和人 ・松島吉和 ・

正村瑛明 ・水谷浩志 ・南忠信・宮坂直樹 ・村田洋一 ・八尾敬俊 ・

山本晴雄 ・吉水岳彦 ・鷲見定信・鷲見宗信・渡辺裕章

研究スタ ッフ 生野善応 ・石川基樹 ・石川達也 ・石川到覚 ・大屋正順 ・落合崇志・

客員研究員
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加藤芳樹・佐藤良純 ・杉山裕俊 ・袖山祭虞 ・高橋寿光 ・遠田憲弘・

丹羽信誠 ・沼倉雄人・ 服部正穏・藤木雅雄 ・松涛弘道 ・松涛誠達 ・

横井大覚 ・渡遺義昭

梶村昇 ・田丸徳善 ・長谷川匡俊



編集後記

*平成 20年度の研究を表した教化研究 20号をお届けします。

*今号の「研究成果報告」は、浄土三部経プロジェクトの f仏説無量寿経jです。

*研究ノートは浄土教学研究の基礎的整理プロジェクト 『近年における浄土教学

研究の動向一法然浄土教以前の日本浄土教の研究状況-J.近世浄土宗学の基

礎的整理研究プロジェクト 『阿弥陀経随文講録l圏内閲教研究プロジェクト 『過

疎地域における寺院活動の現状と課題ー和歌山教区野上組 ・有国組・日高組の

場合一J.四十八巻伝プロジェクト 『四十八巻伝j明治期の浄土教団の総合的

研究f明治期における法然上人像のー断面ー植村正久「黒谷上人」をめぐって j 

f戦前 戦中における布教師の動向一吉岡何成についてl 国際対応プロジェク

トDppyakushijyugo kajo mondoJを掲載します。

*その他の研究継続中のものも含め、それぞれの概要研究経過等を「研究活動報

告」に記載しました。
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