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三
木
清
の

「
真
俗
二
諦
」

の
理
解
に
つ
い
て

平

田

厚

志

（
龍
谷
大
学
名
誉
教
授
）

は
じ
め
に

は
じ
め
ま
し
て
、
平
田
と
申
し
ま
す
。
私
は
、
三
年
前
に
長
年
勤
め
て
お
り
ま
し
た
龍
谷
大
学
文
学
部
の
教
員
を
定
年
退
職
し
ま

し
て
、
現
在
は
山
口
市
に
あ
る
白
坊
に
帰
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
と
う
と
い
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
山
口
か
ら
や
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。
私
が
ず
っ
と
研
究
し
て
き
ま
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
、
近
世
の
真
宗
史
な
の
で
す
が
、
実
は
「
真
俗
二
諦
」
問
題

に
つ
い
て
は
、
若
い
と
き
か
ら
ず
っ
と
関
心
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。

今
年
は
、
敗
戦
後
七
十
年
目
の
年
に
当
り
ま
す
。
本
日
の
講
演
で
取
り
上
げ
る
哲
学
者
の
三
木
清
（
一
八
九
七
1
一
九
四
五
）
は
、

一
九
四
五
（
昭
和
一
一
十
）
年
の
九
月
二
十
六
日
に
、
留
置
さ
れ
て
い
た
豊
多
摩
刑
務
所
で
人
知
れ
ず
亡
く
な
り
ま
し
た
。
今
年
は
そ

の
年
か
ら
数
え
て
七
十
年
目
で
す
。
そ
の
三
木
が
残
し
た
最
後
の
原
稿
が
、
奇
し
く
も
「
親
鷲
」
と
い
う
論
文
で
す
。
こ
れ
は
未
完

の
論
文
な
の
で
す
が
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強
い
論
文
と
判
断
さ
れ
た
た
め
か
、
こ
れ
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
後
に
分

か
り
、
早
く
も
没
後
翌
年
の
一
九
四
六
（
昭
和
二
十
二
年
に
、
筑
摩
書
房
か
ら
出
版
の
『
展
望
』
と
い
う
雑
誌
に
、
そ
の
一
部
が

掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

敗
戦
直
後
、
日
本
人
は
そ
れ
ま
で
信
じ
込
ま
さ
れ
て
い
た
国
家
主
義
的
価
値
観
が
否
定
さ
れ
て
、
荒
涼
と
し
た
精
神
的
廃
嘘
の
中

に
、
ひ
と
り
放
り
出
さ
れ
た
の
で
す
。
人
間
と
し
て
の
尊
厳
性
を
維
持
し
て
耐
え
抜
い
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
困
難
な
絶
望
的
な
獄

中
に
あ
っ
て
も
、
三
木
は
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
敗
戦
後
の
日
本
人
の
精
神
的
行
く
末
を
案
じ
て
い
の
ち
を
懸
け
て
「
親
鷲
」
と
い
う

原
稿
を
残
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
、
私
の
中
に
も
だ
ん
だ
ん
強
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
今
日
は
、
二
一
木
の
遺
稿
「
親
驚
」
を
め
ぐ
っ
て
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

遺
稿
「
親
鷺
」
に
対
す
る
評
価

三
木
清
の
遺
稿
「
親
驚
」
は
、
実
は
戦
後
の
親
鷲
研
究
の
い
わ
ば
出
発
点
に
も
な
っ
た
、
記
念
す
べ
き
論
文
だ
っ
た
の
で
す
。
古



2 

田
武
彦
さ
ん
が
、
『
わ
た
し
ひ
と
り
の
親
鷲
』
（
毎
日
新
聞
社
・
一
九
七
八
年
）
の

中
で
つ
一
木
の
「
親
鷲
」
を
取
り
上
げ
、
「
戦
後
の
親
鷲
探
究
は
、
牢
獄
の
中
か

ら
は
じ
ま
っ
た
」
（
八
十
頁
）
と
い
う
書
き
出
し
で
好
意
的
に
分
析
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
九
月
二
十
六
日
に
、
無
念
に
も
獄

中
で
亡
く
な
っ
た
三
木
が
、
一
九
四
四
（
昭
和
十
九
）
年
ご
ろ
か
ら
書
き
た
め

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
原
稿
「
親
驚
」
が
遺
稿
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
こ
と

で
、
そ
う
い
う
表
現
を
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
未
完
の
小
論
文
が
、

実
は
戦
後
の
親
驚
探
究
の
進
展
に
新
し
い
光
を
注
い
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。

は
っ
と
り
し
そ
う

服
部
之
総
と
い
う
、
三
木
の
親
友
で
も
あ
っ
た
歴
史
学
者
が
お
ら
れ
ま
し

た
。
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
で
あ
り
、
私
ど
も
西
本
願
寺
教
団
の
山
陰

い
わ
み

教
区
所
属
・
石
見
の
大
き
な
寺
院
の
長
男
で
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
思
い
悩
ん

だ
末
に
お
寺
を
飛
び
出
し
て
、
東
京
大
学
を
卒
業
後
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想

に
自
ら
身
を
投
じ
て
い
っ
た
方
で
す
。
そ
の
服
部
が
、
三
一
木
の
「
親
驚
」
を
戦

後
い
ち
早
く
『
親
鷺
ノ

1
ト
」
（
国
土
社
・
一
九
四
八
年
）
と
い
う
論
文
集
の
中

に
ま
と
め
て
取
り
上
げ
た
こ
と
が
、
さ
ら
に
多
く
の
人
が
三
木
の
「
親
驚
」
に

注
目
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
服
部
は
、
論
文
の
中
で
三
木
を
厳

し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。
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彼
（
三
木
清
）
は
彼
の
つ
ね
に
真
実
に
し
て
精
力
的
だ
っ
た
哲
学
的
探

求
の
コ

l
ス
に
於
け
る
夏
至
点
！
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
へ
の
最
短
距
離
か
ら
出

発
し
て
、
こ
の
冬
至
点
に
至
っ
た
の
で
あ
る
以
上
、
彼
の
出
口
は
唯
諦
観

の

一

途

し

か

な

い

。

（

「

親

驚

ノ

l
ト
』
四
七
頁
）

唯
諦
観
と
い
う
の
は
、
諦
念
の
世
界
、
諦
め
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。
三
木
は
、
遺
稿
「
親
鷺
」
の
最
終
章
「
社
会
的
生
活
」
の
最
後

に
、
「
仏
法
が
あ
る
に
よ
っ
て
世
間
の
道
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
」
（
「
三
木
清
全

集
』
〈
以
下
『
全
集
」
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
〉
第
十
八
巻
五
O
O
頁
）
と
い
う

非
常
に
謎
め
い
た
言
葉
を
記
し
て
い
ま
す
。
服
部
は
、
こ
れ
を
世
俗
的
調
和
の

世
界
で
あ
り
諦
観
の
境
地
で
あ
る
と
見
て
、
親
驚
思
想
の
根
本
を
な
す
信
心
為

本
を
王
法
為
本
に
体
系
づ
け
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
を
突
破
口
に
批
判
を
展

開
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
最
後
に
服
部
は
、
三
木
の
親
驚
理
解
は
宗
乗
的
な

「
真
俗
二
諦
」
論
の
哲
学
的
再
解
釈
に
す
ぎ
な
い
と
切
っ
て
捨
て
た
の
で
す
。

こ
の
服
部
の
手
厳
し
い
批
判
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
大
変
高
く
評
価
す
る
研

究
者
と
、
逆
に
批
判
的
な
研
究
者
と
、
大
き
く
二
分
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
い
い

と
思
い
ま
す
。
私
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
後
者
の
、
服
部
の
三
木
批
判
は
当

た
っ
て
い
な
い
と
い
う
立
場
で
す
。
つ
ま
り
服
部
が
コ
一
木
の
真
俗
二
諦
理
解
は

宗
乗
的
な
「
真
俗
二
諦
」
論
の
哲
学
的
再
構
成
に
す
ぎ
な
い
と
切
り
捨
て
た
こ

と
に
対
し
て
、
私
は
あ
っ
さ
り
と
切
り
捨
て
て
は
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。

三
一
木
の
理
解
は
、
宗
乗
的
な
「
真
俗
二
諦
」
論
と
は
非
常
に
厳
し
く
一
線
を
画

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
戦
後
の
新
し
い
人
間
性
の
復
興
を
願
っ
て
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
人
々
に
託
し
て
、
私
た
ち
に
勇
気
を
与
え
る
新
し
い
解
釈
を
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
の
話
を
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。遺

稿
「
親
鷲
」

の
執
筆
動
機

な
ぜ
、
三
木
清
は
遺
稿
「
親
鷲
」
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
三
木
に
は

「
親
鷲
」
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
「
親
驚
」
を
詳
し
く
読
ん
で
み
る
と
、
あ
る
い
は
当
時
の
執
筆
状
況
を

い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
ま
す
と
、
な
る
ほ
ど
と
思
う
部
分
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す。
三
木
は
、
非
常
に
熱
心
な
浄
土
真
宗
の
門
徒
の
家
に
生
ま
れ
、
気
付
い
た
ら

『
正
信
偶
』
や
蓮
如
の
『
御
文
」
を
空
で
覚
え
て
い
た
よ
う
な
家
庭
に
育
ち
ま

し
た
。
青
年
期
に
は
親
鷲
に
関
心
を
持
っ
て
『
歎
異
抄
』
に
親
し
み
、
パ
ス
カ

ル
研
究
の
延
長
線
上
に
親
鷲
を
書
い
て
み
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
も
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告
白
し
て
い
ま
す
。
ま
た
西
田
幾
多
郎
を
師
と
仰
ぎ
な
が
ら
、
彼
の
「
絶
対
矛

盾
的
自
己
同
二
に
つ
い
て
、
歴
史
性
、
時
間
性
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
非

常
に
不
満
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
附
田
哲
学
へ
の
批
判

も
、
彼
の
生
涯
の
課
題
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
親
鷲
」
を
書
く
動
機
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
も
っ
と
重
要
な
こ
と
は
、
親
鷺
の
生
き
様
や
思
想
に
触
れ
れ
ば
触
れ
る
ほ

ど
、
彼
は
そ
の
当
時
の
自
分
自
身
に
重
ね
て
、
自
分
の
思
考
や
論
理
を
展
開
し

て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

三
木
が
「
親
鷲
」
を
執
筆
す
る
前
後
の
時
期
は
、
ま
さ
に
日
本
が
全
体
主
義

を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
突
き
進
ん
で
い
く
よ
う
な
時
代
で
し
た
。
国
家
総
動
員
法
、

治
安
維
持
法
が
改
正
さ
れ
、
大
政
翼
賛
会
が
発
足
し
て
、
国
民
に
「
滅
私
奉

公
」
が
強
制
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
状
況
下
に
お
い
て
、
三
木
は
危
機
意
識

を
益
々
深
め
て
行
き
ま
す
。

彼
は
、
宗
教
界
の
動
き
に
も
深
い
関
心
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
特
に
、
日

本
の
既
成
仏
教
教
団
の
当
時
の
あ
り
ょ
う
、
つ
ま
り
全
体
主
義
的
な
世
情
に
追

従
し
、
国
家
権
力
に
お
も
ね
る
よ
う
な
あ
り
方
に
強
い
危
機
感
を
抱
き
、
既
成

仏
教
教
団
を
激
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
「
無
力
な
る
宗
教
」
と
い

う
論
文
で
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
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今
日
の
宗
教
に
お
け
る
著
し
い
傾
向
は
そ
の
現
実
追
随
で
あ
り
、
権
力

へ
の
迎
合
と
し
て
の
事
大
主
義
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
真
諦
と
俗
諦
の
理

論
、
い
は
ゆ
る
大
乗
精
神
の
理
論
な
ど
に
よ
っ
て
思
想
的
に
説
明
さ
れ
て

ゐ
る
に
し
て
も
、
そ
の
根
本
に
意
図
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
宗
教
的
信
仰
の
擁

護
で
は
な
く
て
教
団
制
度
の
現
状
維
持
で
あ
る
。
（
中
略
）
時
世
に
随
順

す
る
為
に
そ
の
教
義
を
様
々
に
改
変
し
て
憧
ら
な
い
宗
教
家
も
、
教
団
組

織
の
変
革
の
一
点
に
な
る
と
現
状
維
持
派
な
の
で
あ
る
。
教
義
や
信
条
の

改
変
も
み
な
現
存
教
団
の
維
持
の
為
に
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
宗
教

の
日
本
主
義
化
が
制
度
の
改
革
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
誰
れ
の

眼
に
も
明
か
で
あ
ら
う
。

（
「
無
力
な
る
宗
教
」
『
全
集
』
第
十
一
二
巻
六
八
民
）

要
す
る
に
、
既
成
仏
教
教
同
は
、
お
し
な
べ
て
現
実
追
従
、
あ
る
い
は
権
力

迎
合
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
糊
塗
す
る
た
め
に
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
真
諦

と
俗
請
の
論
理
を
意
凶
的
に
改
変
し
て
、
教
同
制
度
の
現
状
維
持
に
利
用
し
て

い
る
と
い
う
指
摘
を
し
て
お
り
ま
す
。

三
木
の
仏
教
的
歴
史
認
識

こ
の
よ
う
に
既
成
仏
教
教
団
を
厳
し
く
批
判
す
る
わ
け
で
す
が
、
で
は
彼
の

危
機
意
識
は
ど
の
よ
う
に
し
て
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
正
像
末

史
観
と
浄
士
教
史
観
と
い
う
、
三
木
清
の
仏
教
的
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
正
像
末
史
観
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
親
驚
の
歴
史
観
で
す
。

正
像
末
史
観
は
親
驚
に
お
い
て
歴
史
の
単
に
客
観
的
に
見
ら
れ
た
時
代

区
分
と
し
て
把
握
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
主
体
的
に
把
握
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
問
題
は
本
来
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
現
在
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
（
中
略
）
現
在
は
末
法
で
あ
る
と
い
ふ
自
覚
が
歴
史
の
全
体
を
自
覚

す
る
可
能
性
を
与
へ
る
の
で
あ
る
。

現
在
が
末
法
の
時
で
あ
る
と
い
ふ
意
識
は
親
鷲
に
と
っ
て
正
像
末
三
時

の
教
説
に
よ
っ
て
、
単
に
超
越
的
に
、
与
へ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
彼
の
時
代
の
歴
史
の
現
実
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ

る
。
（
「
親
驚
」
『
全
集
』
第
十
八
巻
四
四
六
百
円
1
同
四
七
百
（
、
傍
点
二
一
木
）

も
ち
ろ
ん
、
末
法
思
想
と
い
う
の
は
、
平
安
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
、
そ
の
当

時
の
仏
教
界
を
非
常
に
大
き
く
覆
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
末
法
史
観
を
、
歴

史
の
現
実
、
さ
ら
に
自
己
の
問
題
と
し
て
主
体
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
最
た
る

仏
教
者
は
、
や
は
り
親
驚
だ
と
思
い
ま
す
。
末
法
史
観
と
い
う
の
は
、
ご
存
知
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の
よ
う
に
、
歴
史
が
時
代
と
と
も
に
発
展
し
て
い
く
と
い
う
進
歩
・
発
達
史
観

と
は
ま
っ
た
く
逆
方
向
で
あ
り
、
時
代
と
と
も
に
正
法
が
廃
れ
て
い
く
と
い
う

歴
史
観
で
す
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
現
在
は
末
法
の
真
っ
た
だ
中
で
あ
り
、
親
鷺

自
身
は
そ
の
中
で
、
自
分
は
「
無
戒
の
名
字
僧
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
よ
う
な

こ
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
末
法
の
真
っ
た
だ
中
で
、
し
か
も
自
分
は
罪
悪
深
重

の
救
わ
れ
難
い
凡
夫
で
あ
り
そ
れ
以
外
の
何
者
で
も
な
い
と
、
自
己
を
時
代
に

お
い
て
主
体
的
に
捉
え
自
覚
す
る
歴
史
観
が
正
像
末
史
観
で
す
。

三
木
は
、
そ
の
正
像
末
史
観
を
、
昭
和
十
六
年
頃
か
ら
「
親
鷲
」
執
筆
時
の

自
分
に
置
き
換
え
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
、
ま
ず
注
目
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
彼
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
。

びし

自
己
を
時
代
に
お
い
て
自
覚
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
自
己
の
罪
を
時
代

の
責
任
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
罪
を
弁
解
す
る
こ
と
で
は
な

い
。
時
代
は
ま
さ
に
末
法
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
時
代
の
悪
に
対
す

る
弁
解
で
は
な
い
。
時
代
を
末
法
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
現

象
を
教
法
の
根
拠
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
時

代
の
悪
を
超
越
的
な
根
拠
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
時
代
の
悪
を
い
よ
い
よ
深
く
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
ま
た

自
己
を
時
代
に
お
い
て
自
覚
す
る
こ
と
は
、
自
己
の
罪
を
末
法
の
教
説
か

ら
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
超
越
的
根
拠
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
く

し
て
自
己
の
罪
を
い
よ
い
よ
深
く
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
し
て

も
罪
の
離
れ
難
い
こ
と
を
考
へ
れ
ば
考
へ
る
ほ
ど
、
そ
の
罪
が
決
し
て
か

り
そ
め
の
も
の
で
な
く
、
何
か
超
越
的
な
根
拠
を
有
す
る
こ
と
を
思
は
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
こ
の
超
越
的
根
拠
を
示
す
も
の
が
末
法
の
思
想
で
あ

る
。
（
「
親
驚
」
「
全
集
』
第
十
八
巻
四
五
二
頁
1
四
五
三
頁
）

もと2016（平成28）年 1}j 1日発行

つ
ま
り
、
自
己
を
時
代
に
お
い
て
自
覚
す
る
と
い
う
の
は
、
末
法
の
真
っ
た

だ
中
に
お
い
て
自
己
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
の
深
い
罪
悪
性

に
目
覚
め
る
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
る
。
非
常
に
ベ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
歴
史
観

の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
一
方
で
現
実
の
歴
史
を
超
越
す
る
教
法
、
弥
陀
の
教

法
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
教
法
の
根
拠
か
ら
立
て
ら
れ
た

歴
史
観
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
教
法
と
い
う
超
越
的
な
根
拠
か
ら
立
て
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
故
に
、
い
よ
い
よ
時
代
の
悪
を
自
覚
し
、
ま
た
自
己
の
罪
を
自
覚

す
る
こ
と
だ
と
捉
え
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
正
像
末
史
観
と
い
う
の
が
、
親
驚
の
非
常
に
特
徴
的
な
歴
史
観

で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
同
時
に
正
像
末
史
観
は
、
親
驚
の
場
合
、
浄
土
教
史

観
と
し
て
昇
華
さ
れ
ま
す
。
一
二
木
は
、
親
驚
が
求
め
た
教
法
は
実
存
的
真
理
で

あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
親
驚
が
如
来
の
教
法
を
実
存
的
真
理
と
し
て
把
握
し
得

た
の
は
、
そ
れ
を
単
に
普
遍
性
に
お
い
て
見
た
の
で
は
な
く
、
親
驚
が
自
己
の

て
身
に
引
き
受
け
て
捉
え
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
。
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟

の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鷲
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
（
聖

典
六
四
O
頁
）
と
い
う
、
有
名
な
『
歎
異
抄
』
「
後
序
」
の
言
葉
が
思
い
出
さ
れ

ま
す
が
、
阿
弥
陀
如
来
の
教
法
の
真
実
性
、
真
理
性
は
、
そ
の
「
親
驚
一
人
が

た
め
な
り
」
と
い
う
親
驚
に
お
い
て
身
証
さ
れ
た
こ
と
を
一
不
す
と
言
え
る
と
思

い
ま
す
。
十
方
衆
生
の
救
済
の
た
め
の
教
説
は
、
親
驚
一
人
が
た
め
の
教
え
と

し
て
、
弥
陀
の
教
法
の
普
遍
性
は
、
親
鷲
一
人
が
た
め
と
い
う
特
殊
性
に
転
換

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
劇
的
な
転
換
に

よ
っ
て
、
弥
陀
の
教
法
の
普
遍
性
は
、
い
よ
い
よ
真
の
普
遍
性
を
増
し
て
い
く

と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

「
真
俗
二
諦
の
教
義
」
に
対
す
る
三
木
の
理
解

話
を
本
日
の
メ
イ
ン
に
な
る
と
こ
ろ
に
移
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
遺

稿
「
親
鷺
」
の
最
後
の
章
で
あ
る
「
社
会
的
生
活
」
と
い
う
、
未
定
稿
の
中
で

展
開
さ
れ
て
い
る
、
一
二
木
清
に
よ
る
「
真
俗
二
諦
」
の
理
解
が
、
果
た
し
て
従

来
の
「
真
俗
二
諦
」
の
理
解
と
同
一
な
の
か
。
服
部
之
総
の
二
一
一
口
う
よ
う
に
、
折
口
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学
的
に
再
解
釈
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
と
い
う

こ
と
を
、
検
証
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
見
て
い
き
ま
す
、
「
社
会
的
生
活
」
の
冒
頭
部
分
と
、
結
句
に
当

た
る
最
後
の
丈
が
、
ど
う
し
て
三
木
の
場
合
、
整
合
性
が
あ
る
の
か
。
こ
の
こ

と
が
、
お
そ
ら
く
三
木
の
「
真
俗
二
諦
」
理
解
を
捉
え
る
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と

思
い
ま
す
。
ま
ず
、
「
社
会
的
生
活
」
冒
頭
の
文
章
を
見
て
い
き
ま
す
。

浄
土
真
宗
に
お
け
る
真
俗
二
諦
論
は
異
説
の
多
い
教
義
で
あ
る
。
い
ま

親
鷺
の
著
作
に
出
典
を
求
め
る
と
「
教
行
信
証
』
化
巻
に
「
末
法
灯
明

記
」
か
ら
次
の
如
く
引
か
れ
て
ゐ
る
。
「
そ
れ
一
如
に
範
衛
し
で
も
て
化

を
な
が
す
は
法
王
、
四
海
に
光
宅
し
て
も
て
風
に
乗
ず
る
は
仁
王
な
り
。

し
か
れ
ば
す
な
は
ち
仁
王
法
王
た
が
ひ
に
顕
は
れ
て
物
を
開
し
、
真
一
諦
俗

諦
は
た
が
ひ
に
よ
り
て
教
を
ひ
ろ
む
。
」
法
王
す
な
は
ち
大
法
の
王
と
仁

王
す
な
は
ち
仁
徳
の
あ
る
帝
王
と
は
相
対
し
、
真
諦
と
俗
諦
と
の
区
別
に

相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
真
諦
は
仏
法
を
、
俗
諦
は
王
法
を
い
ふ
の

で
あ
り
、
王
法
は
世
法
で
あ
り
、
故
に
ま
た
世
間
の
法
が
俗
諦
で
あ
り
、

出
世
間
の
法
が
真
諦
で
あ
る
。
①
右
の
文
は
真
諦
俗
諦
相
掠
の
意
義
を

顕
は
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

真
諦
俗
諦
の
語
が
か
く
の
如
く
『
教
行
信
証
』
化
巻
に
お
い
て
時
代
を

勘
決
し
て
正
像
末
法
の
旨
際
を
開
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、
『
末
法
灯
明
記
」

の
文
に
依
っ
て
現
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
注
目
を
要
す
る
で
あ
ら
う
。
す

な
は
ち
②
真
俗
ニ
諦
の
教
義
は
末
法
思
想
に
関
係
し
て
、
そ
れ
故
に
そ

の
根
瀦
に
お
い
て
時
代
の
自
覚
に
従
ひ
、
歴
史
的
意
識
に
基
い
て
理
解
さ

る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
「
親
鷲
」
『
全
集
』
第
十
八
巻
四
九
O
頁
、
傍
点
三
木
、
網
掛
け
及
び
①
②
は
引

用
者
）
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こ
の
網
掛
け
①
の
部
分
は
、
実
は
伝
統
的
な
宗
乗
学
者
の
立
場
で
す
。
『
教

行
信
証
』
「
化
身
土
巻
」
所
引
の
『
末
法
灯
明
記
』
冒
頭
部
分
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
、
宗
乗
学
者
は
教
団
護
持
の
立
場
か
ら
、
真
諦
と
俗
諦
は
車
の
両
輪
、
烏

の
両
翼
の
ご
と
く
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
だ
と
中
世
あ
た
り
か
ら
説
明
し
て

き
た
の
で
す
が
、
「
右
の
丈
は
真
諦
俗
諦
相
依
の
意
義
を
顕
は
し
た
も
の
と
解

さ
れ
る
」
と
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
木
は
「
灯
明
記
』
冒
頭
部
分
を
真
俗

相
依
の
関
係
を
示
し
た
も
の
と
解
釈
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か

し
、
三
木
が
相
依
の
意
義
を
顕
し
た
も
の
と
解
釈
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
そ

れ
が
存
覚
以
来
の
宗
乗
学
者
の
解
釈
に
依
拠
し
た
理
解
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
す
。

し
か
し
、
よ
く
よ
く
読
ん
で
み
ま
す
と
、
『
末
法
灯
明
記
』
の
著
者
の
意
図

か
ら
し
て
も
、
確
か
に
「
末
法
灯
明
記
』
は
、
真
諦
俗
諦
相
依
の
関
係
と
し
て

書
い
て
い
る
こ
と
は
、
全
体
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
一
二
木
の
理
解
は

適
確
で
あ
っ
て
、
一
二
木
は
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
客
観
的
に
示
し

た
ま
で
の
こ
と
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
後
世
の
宗
乗
学
者

は
、
教
団
護
持
の
立
場
か
ら
の
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
た
め
も
あ
る
の
で
し
ょ
う

が
、
『
教
行
信
証
』
「
化
巻
」
に
お
け
る
「
灯
明
記
』
引
意
に
は
日
も
く
れ
ず
、

宗
祖
親
鷺
聖
人
も
真
俗
三
諦
論
を
容
認
さ
れ
て
い
た
と
身
勝
手
に
解
釈
し
て
き

た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
服
部
な
ど
は
、
宗
乗
学
者
の
「
真
俗
二
諦
論
」
の
論

弁
が
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
そ
れ
を
徹
底
的
に
批
判
し
な
け
れ
ば
、
親
鷲
に
直
参

す
る
己
れ
の
気
持
ち
が
収
ま
ら
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
早
と
ち
り
し
て
、
二
一
木

の
解
釈
も
彼
ら
と
同
類
と
見
倣
し
て
し
ま
い
、
宗
乗
学
者
の
真
俗
二
諦
理
解
を

哲
学
的
に
再
解
釈
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
断
言
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う

の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
網
掛
け
②
の
部
分
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
部
分
が
一
二
木
の
真
俗

二
諦
の
教
義
に
対
す
る
彼
独
自
の
見
解
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
親
驚
が
「
化
巻
」
で
『
末
法
灯
明
記
』
の

冒
頭
以
下
の
大
部
分
を
引
用
し
た
の
は
、
「
時
代
を
勘
決
し
て
正
像
末
法
の
旨

際
を
開
示
す
る
」
た
め
で
あ
っ
た
と
理
解
し
、
真
俗
二
諦
の
教
義
を
あ
く
ま
で
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「
末
法
思
想
に
関
係
し
て
、
そ
れ
故
に
そ
の
根
源
に
お
い
て
時
代
の
自
覚
に
従

ひ
、
歴
史
的
意
識
に
基
い
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
」
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
三
木
は
、
宗
乗
学
者
が
高
唱
し
て
や
ま
な
い
、
い
わ
ゆ
る
真
諦
と
俗
諦
を

同
等
の
並
列
的
な
価
値
と
見
な
す
二
元
論
的
二
諦
相
資
と
し
て
真
俗
二
諦
の
教

義
を
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
現
在
が
ま
さ
に
末
法
の
時
で
あ
る
と
い
う
歴

史
の
現
実
を
生
き
る
根
拠
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。

三
木
が
、
伝
統
的
な
「
真
俗
二
諦
論
」
と
、
自
分
の
理
解
を
峻
別
し
て
い
る

の
は
、
次
の
こ
と
か
ら
も
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

びし

さ
て
世
間
の
法
即
ち
俗
諦
は
、
浄
土
真
宗
の
宗
乗
学
者
に
依
れ
ば
、

「
信
心
為
本
」
に
対
し
て
「
王
法
為
本
」
で
あ
る
。
或
は
信
心
正
因
、
称

名
報
恩
に
対
し
て
、
王
法
為
本
、
仁
義
為
先
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
語

は
宗
祖
の
法
孫
蓮
知
上
人
の
『
御
文
章
』
に
「
こ
と
に
ま
づ
王
法
を
も
て

本
と
し
、
仁
義
を
さ
き
と
し
て
世
間
通
途
の
儀
に
順
じ
て
」
と
い
ふ
言
葉

に
出
づ
る
も
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
ま
た
「
御
一
代
記
聞
書
」
に
は
「
王

法
は
額
に
あ
て
よ
、
仏
法
は
内
心
に
深
く
蓄
よ
」
と
も
い
っ
て
ゐ
る
。
宗

祖
親
驚
に
お
い
て
は
か
や
う
な
定
式
は
見
出
さ
れ
な
い
。

（
「
親
驚
」
『
全
集
』
第
十
八
巻
四
九
四
頁
1
四
九
五
頁
）
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三
木
の
真
俗
二
諦
の
教
義
に
対
す
る
理
解
は
、
明
ら
か
に
宗
乗
学
者
の
言
う

「
真
俗
二
諦
」
の
教
義
に
対
す
る
理
解
と
は
一
線
を
画
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

世
間
の
法
H
俗
諦
は
、
信
心
為
本
に
対
し
て
王
法
為
本
、
あ
る
い
は
信
心
正

因
、
称
名
報
恩
に
対
し
て
、
王
法
為
本
、
仁
義
為
先
を
指
す
と
い
う
よ
う
に
、

二
元
論
的
定
式
を
立
て
る
の
が
宗
乗
学
者
の
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
木
は

「
宗
祖
親
驚
に
お
い
て
は
か
や
う
な
定
式
は
見
出
さ
れ
な
い
」
と
、
き
っ
ぱ
り

断
言
し
て
お
り
ま
す
。
二
元
論
的
定
式
で
も
っ
て
、
真
諦
と
俗
諦
の
問
題
を
捉

え
よ
う
と
す
る
発
想
に
、
ゴ
一
木
が
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
二
点
か
ら
、
服
部
の
三
一
木
の
「
真
俗
二
諦
の
理
解
」
は
、
十
分
吟
味
さ

れ
た
批
判
で
は
な
い
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

歴
史
的
現
実
を
生
き
る
根
拠
と
し
て
の

「
真
俗
二
諦
の
教
義
」
の
捉
え
直
し

で
は
そ
こ
か
ら
発
展
さ
せ
て
、
ご
一
木
清
は
「
真
俗
二
諦
の
教
義
」
な
る
も
の

を
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
直
そ
う
と
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
歴
史
的
現
実

を
生
き
る
根
拠
と
し
て
、
真
諦
俗
諦
問
題
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
三
木
が
独
自
に
捉
え
直
し
た
「
真
俗
二
諦
の
教
義
」
に
立
脚
し
た
と

き
、
念
仏
の
行
者
に
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
生
き
方
が
創
出
さ
れ
て
く
る
の

か
。
あ
る
い
は
、
末
法
の
と
き
に
は
僧
侶
も
門
信
徒
も
無
戒
の
ま
ま
で
生
き
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
中
で
、
な
お
生
さ

る
こ
と
に
積
極
的
な
意
義
を
見
い
だ
し
得
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
自
覚
を

持
つ
こ
と
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
彼
の
論
を
さ
ら
に
進
め
て
い
き
ま
す
と
、
「
末
法
時
に
お
け
る
無
戒

は
諸
善
万
行
を
廃
し
て
た
だ
念
仏
の
み
が
真
実
で
あ
る
」
（
「
親
驚
」
『
全
集
』
第

十
八
巻
四
九
一
百
ハ
）
と
い
う
自
覚
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
末
法
時
下
の
道
俗
は
、
僧
侶
、
門
信
徒
の
区
別
な

く
、
み
な
無
戒
者
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、

そ
の
自
覚
が
生
ず
れ
ば
、
諸
善
万
行
は
一
般
の
人
に
は
で
き
な
い
、
優
れ
た
僧

侶
に
し
か
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
言
え
な
く
な
る
わ
け
で
あ
り
、
い

や
が
う
え
に
も
諸
善
万
行
の
無
効
が
思
い
知
ら
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
し

て
、
「
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
」
（
『
歎
異
抄
』
「
後
序
」
聖
典
六
山
一
頁
）
と
気

付
か
さ
れ
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
弥
陀
回
向
の
念
仏
一
行
に
生
き
よ
う
と
す
る
一

人
の
念
仏
者
が
誕
生
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
念
仏
回
向
は
、
い
か
な
る
人
に
お

い
て
も
同
一
・
平
等
に
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
念
仏
の
行
者
は
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「
御
同
朋
御
同
行
」
で
あ
る
と
い
う
自
覚
も
生
ま
れ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。

か
か
る
同
朋
同
行
主
義
は
、
浄
土
真
宗
の
本
質
的
な
特
徴
と
し
て
、
念
仏
者

の
社
会
生
活
の
根
本
的
態
度
を
規
定
す
る
は
ず
な
の
で
す
。
「
念
仏
は
弥
陀
回

向
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
そ
の
超
越
的
根
拠
を
も
っ
て
ゐ
る
」
（
「
親

驚
」
「
全
集
」
第
十
八
巻
四
九
二
頁
）
0

つ
ま
り
、
念
仏
申
す
と
い
う
こ
と
は
、
阿

弥
陀
さ
ま
か
ら
回
向
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
と
い
う
超
越
的
根
拠

に
基
づ
い
て
念
仏
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
す

る
と
、
「
我
は
な
く
我
が
弟
子
も
な
く
、
た
だ
教
法
の
み
が
人
を
尊
厳
な
ら
し

め
」
（
同
右
）
、
「
互
に
「
御
同
朋
御
同
行
」
と
し
て
相
敬
」
（
同
右
）
い
合
う
、

新
た
な
人
間
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
か
か
る
同
朋
同
行
思
想

は
、
「
念
仏
の
行
者
は
同
じ
縁
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
意
識
に
よ
っ

て
深
め
ら
れ
」
（
同
右
）
、
弥
陀
の
教
法
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
如
来

の
方
か
ら
我
々
に
結
ぼ
れ
た
強
縁
に
よ
る
」
（
同
四
九
三
頁
）
の
で
あ
っ
て
、
た

ま
た
ま
信
を
得
た
念
仏
の
行
者
は
、
か
か
る
宿
縁
を
よ
ろ
こ
び
、
か
か
る
宿
縁

に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
同
朋
意
識
は
い
よ
い
よ
深
ま
っ
て

i
v

ノ《、。そ
し
て
三
木
は
、
「
世
間
の
法
を
重
ん
」
（
同
右
）
じ
、
「
世
間
の
生
活
か
ら

遊
離
す
る
こ
と
な
く
し
て
仏
法
を
行
ず
る
」
（
同
右
）
こ
と
と
い
う
の
は
、
現

象
的
に
見
ま
す
と
、
「
生
活
と
信
仰
と
が
分
離
す
る
こ
と
な
く
、
生
活
が
念
仏

で
あ
り
、
念
仏
が
生
活
で
あ
る
」
（
同
四
九
四
頁
）
と
い
う
生
き
方
を
す
る
こ
と

だ
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
宗
乗
学
者
も
よ
く
一
言
う
わ
け
で
す
が
、
果
た
し
て
宗

乗
学
者
が
説
く
も
の
と
同
じ
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
結
句
の
文
章
と
関
わ

っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
三
木
に
お
い
て
、
「
世
間
の
法
を
重
ん
」
ず
る
と
い

う
こ
と
は
、
蓮
如
上
人
の
言
う
よ
う
な
、
例
え
ば
「
世
間
通
途
の
儀
に
順
じ

て
」
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
三
木
は
、
「
親
鷲

は
諸
経
典
を
根
拠
と
し
て
真
実
の
教
と
虚
偽
の
教
と
を
分
別
し
」
（
同
四
九
七

頁
）
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
仏
法
の
絶
対
性
と
、
他
の
教
え
の
相
対
性
と
を
峻

別
し
て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

仏
教
と
そ
の
他
の
教
と
の
価
値
の
差
別
は
絶
対
的
で
あ
る
。
我
々
は
先

づ
こ
の
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
仏
教
は
絶
対
的
真
理
で
あ
り
、
他
の

教
の
真
理
は
相
対
的
価
値
を
有
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
も
、
相
対
的
真
理

は
そ
の
相
対
的
価
値
に
お
い
て
い
か
に
高
ま
る
に
し
て
も
、
ま
た
そ
の
す

べ
て
を
加
へ
合
せ
て
も
絶
対
的
真
理
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
「
親
驚
」
「
三
一
木
清
全
集
』
第
十
八
巻
五
O
O
頁）

そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
最
後
の
結
文
に
続
く
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
は
こ
う
言

っ
て
い
ま
す
。

我
々
に
と
っ
て
何
よ
り
も
必
要
な
こ
と
は
先
づ
こ
の
絶
対
的
真
理
を
把

捉
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
た
だ
超
越
に
よ
っ
て
捉
へ
ら
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
信
と
は
か
く
の
如
き
超
越
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
相
対
的

真
理
か
ら
絶
対
的
真
理
へ
は
非
連
続
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
絶
対
的

真
理
か
ら
相
対
的
真
理
へ
は
連
続
的
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
の
根
拠
と
し

て
こ
れ
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
親
驚
は
信
巻
に
お
い
て
「
浄
土
論
註
』

か
ら
次
の
文
を
引
い
て
ゐ
る
。
「
も
し
諸
仏
菩
薩
、
世
間
出
世
間
の
菩
道

を
説
き
て
、
衆
生
を
教
化
す
る
ひ
と
ま
し
ま
さ
ず
ば
、
あ
に
仁
義
札
智
信

あ
る
こ
と
を
知
ら
ん
や
。
か
く
の
ご
と
き
世
間
の
一
切
善
法
み
な
断
じ
、

出
世
間
の
一
切
賢
聖
み
な
減
し
な
ん
。
」
す
な
は
ち
世
間
の
法
た
る
仁
義

礼
智
信
の
五
常
も
ま
た
仏
道
に
を
さ
ま
る
の
で
あ
る
。
仏
法
が
あ
る
に
よ

っ
て
世
間
の
道
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
「
親
驚
」
『
全
集
』
第
十
八
巻
五
O
O
頁）

こ
の
結
文
を
ど
う
読
む
か
が
、
最
後
の
問
題
で
す
。
仏
教
が
絶
対
的
真
理
で

あ
る
と
い
う
理
由
は
、
真
実
の
教
え
た
る
「
大
無
量
寿
経
』
が
必
要
絶
対
条
件

を
満
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
親
鷲
は
「
教
巻
」
の
中
で
「
如
来
の
本

願
を
説
き
て
、
経
の
宗
致
と
す
。
す
な
わ
ち
、
仏
の
名
号
を
も
っ
て
、
経
の
体
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と
す
る
な
り
」
（
聖
血
二
五
二
頁
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
の
名
号
は
釈

尊
の
言
葉
で
は
な
く
、
「
如
来
か
ら
授
け
ら
れ
た
」
言
葉
だ
か
ら
こ
そ
「
真
に

超
越
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
「
超
越
的
真
理
」
と
は
、

出
世
間
の
法
と
し
て
の
仏
法
、
い
わ
ゆ
る
真
諦
で
す
。
あ
る
い
は
如
来
回
向
の

念
仏
と
置
き
換
え
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
弥
陀
回
向
の
念
仏
が
「
真
実
の

教
」
と
し
て
、
そ
の
「
真
理
H
真
諦
」
性
を
顕
現
す
る
場
は
、
末
法
無
戒
の
現

実
の
真
っ
た
だ
中
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
の
で
す
。

び

教
あ
る
ひ
は
法
の
本
質
は
永
遠
の
真
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
を
超
え

た
、
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
が
我
々
人
間
に
と
っ
て
意

味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
救
済
の
力
と
し
て
働
き
得
る

た
め
に
は
、
時
間
の
世
界
の
中
へ
降
り
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら

う
。
永
遠
の
真
理
は
歴
史
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
釈

迦
の
存
在
の
意
味
が
あ
る
。

（
「
親
驚
」
に
「
断
片
」
と
し
て
拾
遣
さ
れ
て
い
る
メ
モ
類
の
一
片
「
全
集
』
第
十

八
巻
五
二
四
頁
）

しと

三
木
は
、
釈
尊
の
出
世
本
懐
の
意
義
は
、
仏
の
教
法
が
人
間
界
に
お
い
て
救

済
の
力
と
し
て
働
き
得
る
た
め
に
、
現
実
の
真
っ
た
だ
中
に
降
り
来
た
っ
て
、

歴
史
の
中
に
そ
の
真
実
性
を
啓
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
言
っ
て
い
ま

す
。
親
鷲
に
よ
れ
ば
、
「
一
如
」
と
か
「
法
身
」
と
か
と
い
う
も
の
は
、
色
も
、

形
も
、
臭
い
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
わ
れ
わ
れ
凡
夫
に
は
気

付
く
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
、
末
法
の
真
っ
た
だ
中
に
、
こ
の

私
に
降
り
来
た
っ
て
は
た
ら
く
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
如
来
の
教
法
に
出
遇
う

こ
と
に
お
い
て
、
初
め
て
私
の
中
に
如
来
の
は
た
ら
き
が
顕
現
さ
れ
て
く
る
。

大
乗
仏
教
の
本
来
の
精
神
は
、
そ
れ
が
俗
諦
世
界
に
お
け
る
真
実
の
現
れ
方
だ

と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
と
、
俗
諦
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な

も
の
は
駄
目
だ
と
頭
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
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俗
世
界
に
真
諦
が
顕
現
し
て
は
た
ら
く
か
ら
、
俗
「
諦
」

の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

と
い
え
な
く
も
な
い

『
浄
土
論
註
』

八
番
問
答
に
着
目
す
る
意
昧

遺
稿
「
親
驚
」
の
結
句
の
と
こ
ろ
で
、
親
鷲
聖
人
が
「
教
行
信
証
』
「
信
巻
」

に
引
い
た
『
浄
土
論
註
」
の
八
番
問
答
（
聖
一
典
二
七
二
頁
）
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。

そ
の
八
番
問
答
中
の
四
番
目
に
、
な
ぜ
三
木
清
が
着
目
し
て
い
る
の
か
を
、

最
後
に
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
仁
義
札
智
信
が
儒
教
の
徳
目
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
わ
け
で
す
が
、
親
鷲
聖
人
が
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
孔
子
の
説
い
た
儒
教
の
仁
義
札
智
信
を
ま
っ
た
く
否
定
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
仁
義
礼
智
信
は
、
ど
こ
ま
で
も
相

対
的
な
世
間
の
真
理
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
世
間
の
善
法
は
す
べ

て
、
仏
、
菩
薩
の
教
化
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
仏
法
、
つ
ま

り
正
法
が
は
た
ら
か
な
け
れ
ば
、
仁
義
札
智
信
と
い
う
、
せ
っ
か
く
の
相
対
的

な
世
間
の
善
法
も
、
根
底
か
ら
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
わ
け
で
す
。
仏
教
が
大
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

を
、
『
浄
土
論
註
」
の
曇
鷲
は
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
勘
案
し
ま
す
と
、
最
後
の
「
す
な
は
ち
世
間
の
法
た
る

仁
義
礼
智
信
の
五
常
も
ま
た
仏
道
に
を
さ
ま
る
の
で
あ
る
」
（
「
親
驚
」
「
全
集
』

第
卜
八
巻
五
O
O
頁
）
と
い
う
意
味
が
分
か
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

仏
法
と
い
う
超
越
的
根
拠
に
基
づ
い
て
世
間
の
善
法
が
一
不
さ
れ
て
、
教
化
さ
れ

て
初
め
て
秩
序
が
保
た
れ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
「
仏
法
が
あ
る
に
よ
っ
て
世
間

の
道
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
世
間
の
道
、
つ
ま
り
俗
請
を

そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
肯
定
し
た
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
捉

え
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
「
仏
法
が
あ
る
に
よ
っ
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
に

三
木
が
ウ
エ
ー
ト
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
、
着
目
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
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思
い
ま
す
。

『
浄
土
論
註
」
八
番
問
答
の
第
四
番
で
は
、
そ
の
次
に
「
唯
除
五
逆
誹
誇
正

法
」
に
つ
い
て
の
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
三
木
は
そ
の
部
分
を
引
い
て
は
い
な

い
の
で
す
が
、
そ
の
部
分
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、
五
逆
罪
と
い
う
の

は
確
か
に
重
い
罪
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
正
法
が
損
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
生
じ

る
現
象
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
現
象
に
現
れ
た
こ
と
の
4

善
し

悪
し
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
根
拠
づ
け
て
い
る
正
法
、
仏
法
が
軽
視
さ
れ

た
り
悪
用
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
の
方
が
、
も
っ
と
重
大
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を

言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
視
点
、
価
値
観
か
ら
す
る
と
、
五
逆

罪
と
比
較
し
て
、
正
法
を
誹
諒
す
る
罪
な
ど
は
罪
の
う
ち
に
入
ら
な
い
と
思
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
五
逆
罪
よ
り
も
っ
と
重
い
罪
は
無
明
の
罪

だ
と
。
一
二
木
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ

の
文
を
引
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
三
木
が
「
真
俗
二
諦
の
教
義
」
の
見
直
し
を
定
義
す
る
中
で
、
社
会

的
生
活
の
結
句
の
文
中
に
、
『
教
行
信
証
」
「
信
巻
」
か
ら
引
文
と
し
て
、
『
浄
土

論
註
』
八
番
問
答
中
の
四
番
問
答
を
引
用
し
た
意
図
は
何
か
。
そ
れ
は
、
絶
対

的
真
理
た
る
仏
法
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
相
対
的
真
理
に
す
ぎ

な
い
儒
教
や
道
教
や
神
道
と
並
列
的
に
し
か
扱
お
う
し
な
い
扱
い
方
は
、
五
逆

罪
よ
り
も
っ
と
重
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

現
実
の
仏
教
教
団
の
問
題
に
絡
め
て
言
い
ま
す
と
、
既
成
仏
教
教
団
が
現
実

追
従
、
権
力
迎
合
の
時
代
主
義
に
陥
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
正
法
、
つ
ま

り
絶
対
的
真
理
た
る
仏
法
を
根
拠
と
し
て
世
間
の
道
に
身
を
置
い
て
い
な
い
か

ら
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
儒
教
の
五
倫
五
常
も
、
日
本
人
の

生
き
方
と
し
て
は
、
儒
教
が
深
く
浸
透
し
て
い
る
上
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
否

定
し
て
は
生
き
て
い
け
な
い
部
分
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
際
、
絶
対

的
根
拠
と
し
て
の
仏
法
が
、
そ
の
根
拠
に
な
り
得
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う

自
覚
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

9 

そ
う
い
う
意
味
で
、
時
代
主
義
に
迎
合
し
た
り
す
る
の
は
、
正
法
を
根
拠
と

し
て
世
間
の
道
に
身
を
置
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
誹
詩
正
法

の
立
場
に
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
現
象
的
に
正
法
を
否
定
す
る
五
逆
罪
よ

り
も
罪
と
し
て
は
も
っ
と
重
い
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
深
刻
に
自
覚
す

べ
き
だ
と
、
三
木
は
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

今
年
は
、
ま
さ
に
戦
後
七
十
年
と
い
う
節
目
の
年
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
あ
ろ

う
こ
と
か
安
保
法
制
の
強
行
採
決
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
家
総
動
員
法
改

正
法
案
や
治
安
維
持
法
改
正
法
案
が
成
立
し
、
大
政
翼
賛
会
等
が
矢
継
ぎ
早
に

発
足
し
た
一
九
一
二

0
年
代
後
半
か
ら
四

0
年
代
前
半
の
時
代
状
況
に
、
だ
ん
だ

ん
似
て
き
て
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
こ
れ
か
ら
そ
の
よ
う
な
歴
史
過
程
の
繰
り

返
し
を
し
て
い
く
可
能
性
、
危
険
性
を
は
ら
ん
だ
時
代
に
立
ち
至
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
強
い
危
倶
感
を
、
私
た
ち
は
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
時
代
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
私
た
ち
は
、
七
十
年
前
に

三
木
清
が
遺
稿
「
親
驚
」
の
中
で
、
敗
戦
後
の
時
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
向
け

て
、
深
く
示
唆
せ
し
め
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て

彼
の
強
い
思
い
に
心
を
廻
ら
せ
る
と
と
も
に
、
も
う
一
度
、
三
木
の
「
親
鷲
」

と
い
う
論
文
に
立
ち
向
か
い
、
彼
が
今
日
の
私
た
ち
に
伝
え
残
し
た
か
っ
た
こ

と
を
学
び
取
ら
ね
ば
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

今
日
は
ご
静
聴
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
ひ
ら
た
あ
っ
し
）

二
O
一
五
年
八
月
三
十
日

東
本
願
寺
日
曜
講
演
抄
録
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「
あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
」

び

蓮
如
上
人
が
遺
し
て
く
だ
さ
っ
た
御
丈
は
二
百
五
十
通

を
超
え
る
。
そ
の
う
ち
、
赤
本
と
い
わ
れ
る
真
宗
大
谷
派

勤
行
集
に
は
、
「
末
代
無
知
日
」
「
聖
人
一
流
」
「
御
正
忌
」

「
白
骨
」
の
四
通
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
特
に
そ
れ
ら
の

御
丈
は
通
夜
や
法
事
等
で
た
び
た
び
拝
読
さ
れ
、
真
宗
門

徒
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

昨
年
、
そ
の
赤
本
を
も
と
と
し
た
「
は
じ
め
て
の
お
勤

め
練
習
帳

l
正
信
偏
』
（
東
本
願
寺
山
版
）
が
発
刊
さ
れ

た
。
そ
の
編
集
に
際
し
、
教
学
研
究
所
で
は
四
通
の
御
丈

の
現
代
語
訳
を
考
え
る
機
会
を
得
た
。
い
く
ど
も
拝
聴
し

て
き
た
御
丈
で
あ
っ
た
が
、
翻
訳
は
と
て
も
難
し
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
御
文
の
言
葉
が
難
解
で
あ
る
か
ら
と
い
う

よ
り
も
、
上
人
の
言
葉
を
言
い
換
え
る
こ
と
で
、
御
文
が

伝
え
て
い
る
情
景
を
、
む
し
ろ
損
ね
て
し
ま
う
と
感
じ
た

か
ら
で
あ
る
。
二
葉
亭
四
迷
は
『
余
が
翻
訳
の
標
準
』
の

な
か
で
、
翻
訳
す
る
と
き
に
原
丈
の
意
味
だ
け
で
は
な

く
、
「
丈
調
」
も
し
く
は
「
詩
想
」
を
移
す
べ
き
と
述
べ

て
い
る
が
、
蓮
如
上
人
の
美
し
く
力
強
い
言
葉
を
そ
の
よ

う
に
翻
訳
す
る
の
は
、
も
と
よ
り
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。

翻
訳
し
が
た
い
言
葉
は
多
々
あ
っ
た
が
、
な
か
で
も
文

末
の
「
あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
」
は
最
た
る
も
の
で

あ
っ
た
。
他
の
現
代
語
訳
で
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無

阿
弥
陀
仏
」
と
し
て
い
た
り
、
翻
訳
せ
ず
そ
の
ま
ま
に
し

て
い
た
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
参
照
し
た
英
訳
で
は

「河向田宮
nHP－
－
可
（
慎
ん
で
）
」
と
な
っ
て
い
た
。

『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
「
あ
な
か
し
こ
」
は

しもと2016（平成28）年 1月1日発行

「
あ
な
」
と
い
う
感
動
詞
と
、
「
か
し
こ
し
」
の
語
幹
か
ら

成
り
、
「
あ
あ
長
き
こ
と
よ
、
あ
あ
慎
む
べ
き
こ
と
よ
」

と
い
う
意
味
の
語
で
あ
る
。
蓮
如
上
人
の
時
代
に
は
、
大

別
し
て
二
通
り
の
用
い
ら
れ
方
が
あ
り
、
第
一
に
は
、
命

令
や
禁
止
な
ど
、
聞
き
手
に
強
制
す
る
内
容
を
強
調
す
る

た
め
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
第
二
に
は
、
手
紙
の
文
末

の
定
型
旬
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
前
者
は
「
か
な
ら

ず
」
「
き
っ
と
」
「
決
し
て
」
と
、
後
者
は
「
敬
具
」
「
敬

白
」
等
と
翻
訳
で
き
る
。
両
者
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、

こ
の
言
葉
に
は
、
手
紙
の
最
後
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を

「
か
な
ら
ず
」
「
き
っ
と
」
と
、
聞
く
者
に
念
を
押
し
て
伝

え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

し
か
し
、
御
丈
を
拝
聴
す
る
と
、
他
者
に
伝
え
る
と
い

う
こ
と
の
前
に
、
蓮
如
上
人
自
身
が
最
も
親
驚
聖
人
の
教

え
を
間
思
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

金
龍
静
氏
に
よ
れ
ば
、
初
期
（
寛
正
二
年
）
の
御
丈
は
、

蓮
如
上
人
白
ら
の
信
心
を
表
白
し
た
も
の
で
あ
り
、
公
開

・
下
付
が
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
の
ち
に
広
く
門
徒
へ
の

八
ム
聞
を
前
提
と
す
る
御
丈
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
わ

れ
る
（
『
蓮
如
』
吉
川
弘
文
館
）
0

こ
の
信
仰
青
白
か
ら
公
開

へ
と
い
う
展
開
を
見
て
も
、
蓮
如
上
人
は
、
親
驚
聖
人
の

教
え
と
出
遇
え
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
、

そ
の
教
え
を
伝
え
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
御
丈
の

制
作
は
、
ま
さ
に
蓮
如
上
人
に
お
け
る
「
白
信
教
人
信
」

の
あ
ゆ
み
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

御
丈
の
丈
末
に
記
さ
れ
て
い
る
「
あ
な
か
し
こ
、
あ
な

か
し
こ
」
と
い
う
二
百
葉
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が

凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
受
け
と
め
、
こ
の
た
び
こ
の
言
葉
を

「
よ
ろ
こ
ん
で
聖
人
の
み
教
え
を
い
た
だ
き
、
諜
ん
で
お

伝
え
申
し
上
げ
ま
す
」
と
翻
訳
す
る
こ
と
に
し
た
。

編
集
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所

発
行
真
宗
大
山
八
日
派
宗
務
所
代
表
里
雄
康
意
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今
後
の
予
定

V
東
本
願
寺
日
曜
講
演
企
（
開
会
午
前
九
時
三
十
分
）

会
場
し
ん
ら
ん
交
流
館
2
階
大
谷
ホ
｜
ル

一
月
三
日
（
休
会
）

一
月
十
日
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
一
百
う
信
心
」

元
教
学
研
究
所
長
児
玉
暁
洋

一
月
十
七
日
「
証
空
『
述
誠
』
の
「
先
師
上
人
の
口
伝
」
と

法
然
『
一
二
心
料
簡
お
よ
び
法
語
』
に
つ
い
て

誤
解
さ
れ
る
法
然
上
人
」

大
谷
大
学
名
誉
教
授
大
竹
鑑

一
月
二
十
四
日
「
信
順
と
疑
誇
の
は
、
さ
ま
で

－
死
刑
確
定
者
の
教
誇
を
通
し
て
」

久
留
米
教
区
法
照
寺
秦
秀
道

一
月
三
十
一
日
「
慈
悲

l
釈
尊
か
ら
親
驚
へ
｜
」

大
阪
教
区
願
光
寺
・
中
村
元
東
方
研
究
所
専
任
研
究
員

茨
田
通
俊

榊

法

存

一
一
月
七
日

二
月
十
四
日

早
稲
田
大
学
留
学
セ
ン
タ
ー
教
授
ボ
l
ル
・
ワ
ッ
ト

二
月
二
十
一
日
九
州
大
谷
短
期
大
学
講
師
園
田
久
子

二

月

二

十

八

日

元

大

谷

大

学

講

師

松

井

憲

一

V
高
倉
同
朋
の
会
企

一
月
二
十
日
（
水
）
午
後
六
時
三
十
分
よ
り

場
所
し
ん
ら
ん
交
流
館
1
階
「
す
み
れ
の
間
」

講
師
安
一
口
同
信
哉
（
教
学
研
究
所
長
）

テ
キ
ス
ト
一
止
伝
偶

会

費

一

回

五

百

円

山
形
教
M
注
目
龍
寺

｛
お
詫
び
と
訂
正
］

八
〉
本
誌
－
一

O
一
五
年
十
－

3

月
号
卜
百
円
の
執
筆
者
の
肩
書
き
が
脱

漏
し
て
い
ま
し
た
。
「
上
場
顕
雄
」
は
「
教
学
研
究
所
嘱
託
研

究
員
上
場
顕
雄
」
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
謹
ん
で
副
正
と
お

詫
び
を
中
し
ヒ
げ
ま
す
。

＊

キ

＊

お
問
い
合
わ
せ
先

『
と
も
し
び
」
の
内
容
、
コ
日
間
合
同
朋
の
会
」
に
つ
い
て

教
学
研
究
所

O
七
五
三
七
一
八
七
五
O

「
と
も
し
び
L

の
中
し
込
み
・
支
払
い
・
発
送
に
つ
い
て

東
本
願
上
J

出
版

O
ヒ
五
｜
二
一
七
一
｜
九
一
八
九


