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廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

藤

堂

恭

俊

は

じ

め

に

i

古
鈔
本

『選
択
集
』
と
の
出
会
い
ー

せ
ん
ち
や
く

浄
土
宗
祖
法
然
上
人

(
以
下
敬
称
略
)
が
遺
し
た

『選
択
本
願
念
仏
集
』

一
巻

(
一
部
十
六
章
。
建
久
九
年
-
西
暦

一
一
九
八
年
、

法
然
六
十
六
歳
撰
述
)
は
、
既
成
の
仏
教
と
は
異

っ
た
視
点
、
す
な
わ
ち
人
問
の
性
の
否
定
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
性
を
ふ
ま
え
な
が

ら
、
速
や
か
に
生
死
を
離
脱
す
る
道
を
、
釈
尊

一
代

の
金

口
の
説
法
の
な
か
に
求
め
、

つ
い
に
仏
教
の

一
大
転
回
を
な
し
と
げ
た
日
本

・

生

ま
れ
の
仏
教
の
内
容
を
開
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
浄
土
開
宗

の
宣
言
の
書
と
も
言
う
べ
き
性
格
を
も
つ
重
要
な
典
籍
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

『選
択
集
』
の
草
稿
本
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
古
鈔
本
が
、
京
都
は
御
所
の
東
、
寺
町
通
り
広
小
路
を
北
に
入

っ
た
廬

山
寺
に
襲
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
夙
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
廬
山
寺
蔵
の
古
鈔
本
は
、
大
正
七
年
五
月
、
日
本
仏
教
宝
典
会

に
よ

っ
て
複
製
本
が
上
梓
さ
れ
、

草
稿
本
に
関
心
を
寄
せ
る
人
た
ち
に
、

多
大
の
便
宜
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。

従

っ
て
そ
れ
以

降

、

こ
の
複
製
本
を
披
見
す
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
、

古
鈔
本
自
身
を
披
見
す
る
こ
と
は
稀
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
こ
と

は
、
古
鈔
本
自
身
が
京
都
国
立
博
物
館
に
寄
托
さ
れ
て
い
る
の
で
、
閲
覧
許
可
を
と
り
つ
け
る
の
に
容
易
で
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

一
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二

複
製
本
を
披
見
す
れ
ば
こ
と
足
り
る
、
と
い
う
安
易
さ
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
に
つ
い
て
は
、
寡
聞
な
が
ら
今
日
ま
で
解
説

の
域
を
脱
し
た
論
文
の
類
を
み
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
し
か
る

に
数
年
前
、
大
正
大
学
の
榊
泰
純
氏
が

「廬
山
寺
本

『選
択
集
』

の
本
文
に
つ
い
て
」

(櫛
田
博
士
頌
寿
記
念

『高
僧
伝
の
研
究
』
所

収

昭
和
四
十
八
年
刊
)
と
い
う
論
攷
を
発
表
さ
れ
、
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
の
で
、
わ
た
く
し
は
少
な
か
ら
ず

興
味
を
そ
そ
ら
れ

た
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
論
攷
は

「法
然
上
人
の
主
著
で
あ
る

『選
択
集
』
が
、
ど
の
よ
う
な
推
敲
を
経
て
文
章
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

っ
た
か
、
ど

の
よ
う
に
し
て
完
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
を
、

「抹
消

・
見
消

・
補
入

・
増
補

・
欠
逸

・
裏
書
な
ど
、
各
方

面

か
ら
探
」
り
を
入
れ
て
解
明
に
あ
た

っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
と
く
に
長
文
に
わ
た
る
欠
文
七
箇
、
長
文
の
削
除
二
箇
、
本
文

の

・

移
動

一
箇
を
と
り
あ
げ
、
廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
の

「草
稿
本
的
性
格
」
を
論
じ
、
素
稿
本
に
た
い
し
て
第

一
次
稿
本
で
あ
る
と
推
定
を
く

だ

し
て
い
る
。

昨
年

の
い
つ
頃
で
あ

っ
た
か
さ
だ
か
で
な
い
が
、
仏
書
刊
行
の
老
舗
で
あ
る
京
都
の
法
蔵
館
が
、
廬
山
寺
蔵
の
古
鈔
本
の
複
製
本
を

公
刊
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
た
く
し
に
そ
の
解
説
を
執
筆
す
る
よ
う
に
と
依
頼
し
て
き
た
。
し
か
し
わ
た
く
し
は
、
古
鈔
本
自
身

に
つ

い
て
執
筆
す
る
自
信
が
な
い
の
で
固
辞
し
た
と
こ
ろ
、

『
選
択
集
』
全
般
に
つ
い
て
の
解
説
で
よ
い
か
ら
是
非
執
筆

せ
よ
、
と
い
う
懇

請

を
受
け
た
の
で
引
き
う
け
る
こ
と
に
し
た
。
今
年
夏
期
休
暇
の
お
わ
る
頃
に
は
執
筆
の
大
半
を
完
了
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
古
鈔
本

の
内
容
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
の
で
、
大
正
複
製
本
を
持
ち
だ
し
て
種
々
検
討
を
か
さ
ね
て
み
た
が
、

ど
う
も
し

っ
く
り

し
な
い
の
で
、
こ
の
た
び
上
梓
さ
れ
る
複
製
本
の
も
と
に
な
る
写
真
焼
付
を
拝
借
し
て
見
く
ら
べ
た
と
こ
ろ
、
既
成

の
複
製
本
が
原
本

に
忠
実
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
、
い
よ
い
よ
原
本
を
披
見
し
な
け
れ
ば
執
筆
で
き
な
い
事
態
に
ま
で
追
い
こ
ま
れ
る

に
至

っ
た
。

つ
い

に
法
蔵
館

の
三
谷
君
に
東
道
を
願
い
、
京
都
国
立
博
物
館
に
で
む
き
、
学
芸
課
美
術
室
主
任
、
研
究
官
の
木
下
政
雄
氏
に
た
ち
あ

い
を



頂

い
て
、
閲
覧

の
栄
に
浴
す
る
に
至

っ
た
。

そ
う
い
っ
た
経
過
で
廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
を
披
見
し
得
た
の
で
、
榊
氏
の
問
い
か
け
の

一
、
二
に
つ
い
て
答
え
な
が
ら
、
さ
ら
に
わ
た

く

し
が
新
し
く
発
見
し
た
こ
と
や
、
問
題
視
し
た
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
私
見
を
開
陳
し
よ
う
と
思
う
。

/　1

古
鈔

本

中

に
切

り
と

り

・
劉

ぎ

と

り

の
痕

跡

を
発
見

匸

ー

長
文
に
わ
た
る
欠
逸
を
め
ぐ

っ
て
1

大
正
複
製
本
は
原
本
と
、
ど
の
よ
う
に
違

っ
て
い
る
か
を
最
初
に
指
摘
し
て
置
こ
う
。

ω

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
に
は
、

一
丁
の
表
、
あ
る
い
は
裏
に
、
な
ん
ら
墨
筆
の
跡
を
見
出
し
得
な
い
、
所
謂
半
葉
全
体
が
白
紙
と
認

め
ら
れ
る
箇
所
が
八
葉

(
八
丁
裏
、
二
十
二
丁
表
、
二
十
六
丁
裏
、
四
十
八
丁
表
、
五
十
九
丁
裏
、
七
十
二
丁
裏
、

七
十
五
丁
裏
、
百

六
丁
裏
)
も
あ
る
。
し
か
る
に
大
正
複
製
本
は
こ
の
白
紙
を
す
べ
て
削
除
し
て
い
る
。
こ
れ
す
な
わ
ち
大
正
複
製
本
が
原
本
に
忠
実
で

な

い
第

一
の
証
で
あ
る
。

②

一
丁
の
左
右

(表
裏
)

の
入
れ
替
え
を
大
正
複
製
本
は
三
箇
所

(九
丁
、
六
十
六
丁
、
八
十
五
丁
)
行

っ
て
い
る
。
こ
れ
す
な

わ
ち
大
正
複
製
本
が
原
本
に
忠
実
で
な
い
第
二
の
証
で
あ
る
。

③

冊
子
綴
と
い
う
体
裁
を
大
正
複
製
本
は
袋
綴
に
改
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
複
製
本
が
原
本
に
忠
実
で
な
い
第

三
の
証
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
大
正
複
製
本
が
持
つ
原
本
に
た
い
す
る
不
忠
実
さ
は
、
こ
れ
を
善
意
に
解
す
る
な
ら
ば
、
本
文
の
な
か
に
数
葉

の
白
紙

が
あ

っ
た
り
、
半
葉
に
前
後
の
相
違
が
あ

っ
た
り
と
言
う
奇
異
感
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
下
に
行
わ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、

故
意
に
現
状
を
改
め
た
謗
り
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

三



仏
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四

先
考
藤
堂
祐
範

(
一
八
七
六
i

一
九
四
五
年
)
は
、
そ
の
著

『選
択
集
大
観
』

(大
正
七
年
七
月
刊

・
昭
和
五
十
年
増
補
再
版
)
の

な

か
で
、
原
本
が
粘
葉
綴
か
ら
現
在
の
冊
子
綴
に
改
装
さ
れ
る
経
過
に
つ
い
て

「原
本
を
仔
細
に
拝
覧
す
る
に
元
来
は
粘
葉
綴
な
り
し
な
り
。
廬
山
寺
所
蔵
の
文
政
五
年
の
文
書
に
よ
る
に
、
後
水
尾
天
皇
叡
覧

あ
り
て
、
蠧
害
破
損
の
甚
し
き
を
歎
き
給
ひ
、
修
覆
を
加
ふ
べ
き
の
勅
命
あ
り
し
も
、

一
紙
の
両
面
に
筆
写
し
あ
る
を
以
て
、
修

覆
を
加
ふ
る
の
術
な
か
り
し
も
、
大
経
師
権
之
助
の
老
母
、
九
十
余
歳
な
る
が
丹
精
を
凝
し
、

一
紙
を
二
枚
に
剥
放
し
て
修
補
を

加

へ
し
旨
の
記
述
あ
り
。
故
に
現
今
の
本
は
原
本
よ
り
稍
大
な
る
紙
の
両
面
に
貼
付
」

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
粘
葉
綴
で
あ

っ
た
古
鈔
本
を
、

『選
択
集
』
撰
述
以
後
、
四
百
数
十
年
経
た
後

水
尾
帝

(
一
1̀

1
1
-

1
六
二
九
年
在
位
)
の
代
に
至

っ
て
、
冊
子
綴
に
改
装
す
る
に
至

っ
た
経
緯
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
文

政
五
年

(
一
八
二
二
)

の
廬
山
寺
文
書
は
、
廬
山
寺
に
も
、
史
料
編
纂
所
に
も
見
あ
た
ら
な
い
か
ら
と
言

っ
て
、
わ
た
く
し
に
問
い
あ

わ
せ
が
あ

っ
た
が
、
遺
憾
な
が
ら
先
考
か
ら
相
伝
を
受
げ
て
い
な
い
の
で
、
ま
り
た
く
判
ら
な
い
。
も
し
ご
存
知
の
方
が
あ
れ
ば
、
ご

教
示
賜
わ
り
た
い
。

粘
葉
綴
を
冊
子
綴
に
あ
ら
た
め
る
工
程
は
、
ま
ず
綴
じ
口
に
あ
た
る
糊
づ
け
を
剥
し
、
半
折

の
ま
ま
の

一
紙

・
一
紙
に
分
離
し
て
、

そ

の

一
紙
の
表
裏
を
剥
放
し
て
二
枚
に
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
用
紙
は
言
う
ま
で
も
な
く
手
漉
き
で
あ
る
か
ら
、
多
少
の
厚
薄

の
差
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
薄
い
用
紙
を
二
枚
に
は
が
し
た
場
合
、
書
か
れ
た
字
が
さ
か
さ
に
な

っ
て
裏
に
そ
の

痕

跡
を
残
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
粘
葉
綴
で
あ

っ
た
当
時
の
表
裏
関
係
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
し
た
痕
跡
が
な
い
場
合
で
も
、

蠧
害

の
跡
を
克
明
に
た
ど

っ
て
比
較
す
る
な
ら
ば
、

表
裏
の
関
係
を
た
し
か

め
る

こ
と
が
で
き

る
。
こ
こ
に
注
意
し
て
置
き
た
い
こ
と
は
、
半
折
の
表
裏
を
二
枚
に
剥
放
し
、
そ
れ

(
タ
テ
約
二
五

・
五
セ
ン
チ
、

ヨ
コ
約

一
五
セ
ン



チ
)
よ
り
稍
大
な
る
台
紙
の
両
面
に
貼
付
す
る
工
程
に
お
い
て
生
ず
る
ミ
ス
で
あ
る
。
さ
き
に
指
摘
し
た
大
正
複
製
本
が
原
本
に
忠
実

で
な
い
第
二
の
証
と
し
て
あ
げ
た
九
丁
、
六
十
六
丁
、
八
十
五
丁
に
お
け
る
左
右
の
配
置
ミ
ス
が
そ
れ
で
あ
り
、
当
然
さ
き
に
貼
付
す

べ
き
半
葉
を
あ
と
に
貼
付
す
る
と
い
う
ミ
ス
を
、
廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
の
上
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

『
選
択
集
』
の
古
鈔
本
の

一
と
し
て

「元
久
元
年
十

一
月
廿
八
日
書
写
了

願
以
此
功
徳
往
生

一
仏
土
而
已
」
ど

い
う
奥
書

を
も

つ
、
所
謂
元
久
古
鈔
本
が
大
和
は
北
葛
城
郡
当
麻
の
奥
院
に
襲
蔵
さ
れ
て
い
る
。
今
こ
こ
に
廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
と
元

久
古
鈔
本
と
を
比

較
す
る
と
、
廬
山
寺
蔵
本
に
長
文
に
わ
た
る
欠
逸
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
榊
氏
は
こ
の
長
文
に
わ
た
る
欠
逸
七
箇
の

一
一
に
つ
い

て
、
そ
の
行
数
を
想
定
し
て
丁
数

の
計
量
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
こ
の
長
文
の
欠
逸
の
箇
所
に
つ
い
て
廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
を
調
査
し
た

と
き
に
発
見
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
い
と
思
う
。

そ
の
第

一
は
、
第
三
章
私
釈
段
の
前
半
に
み
ら
れ
る
二
百
五
十
三
字
の
欠
文
で
あ
り
、
そ
の
第
二
は
同
じ
く
第
三
章
の
私
釈
段
の
後

半

に
み
ら
れ
る
二
百
十
字
の
欠
文
で
あ
る
。
榊
氏
は
こ
の
欠
文
に
つ
い
て
、
そ
の
行
数
を
各
十
四
行
と
想
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ

一
丁
分
に

相
当
す
る
と
計
量
し
て
い
る
。
さ
て
こ
の
二
箇
所
に
つ
い
て
注
意
深
く
点
検
し
て
み
る
と
、
驚
い
た
こ
と
に
は
双
方
と
も
、
切
り
と
ら

れ

た
痕
跡
を
綴
じ
口
に
残
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

一
時
は
ま

っ
た
く
唖
然
と
し
た
が
、
や
は
り
そ
う
で
あ

っ
た
の
か
と
思
い
直
し
た

こ
と
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
の
切
り
と
り
が
、
い
つ
、
誰
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
か
は
知
る
よ
し
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
大
正
複

製

本
に
は
既
に
こ
の
箇
所
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
大
正
七
年
五
月
上
梓
さ
れ
る
以
前
に
、
切
り
と
り
が
行
わ
れ
て

い
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
て
み
る
と
こ
の
両
者
は
、
榊
氏
が
想
定
し
た

「
そ
の
部
分
が
欠
け
て
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
場

合
」
で
あ

っ
て
、

「
と
ば
し
て
書
写
し
て
し
ま
っ
た
場
合
」
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
に
は
第
七
章
の
私
釈
段
に
入
る
手
前
の

「例
非

一
也
」
か
ら
、
第
八
章
の
標
目
に
至
る
二
百
四
十
九
字
、

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

五
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六

第
八
章
に
二
百
八
字
、
二
百
四
十
七
字
、
三
百
三
十
七
字
と
い
う
よ
う
に
長
文
の
欠
逸
が
三
箇
所
見
出
さ
れ
、
ま
た
第
十

一
章
に
八
百

十
九
字
に
お
よ
ぶ
欠
文
、
総
じ
て
五
箇
所
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
、
第

一
の
二
百
四
十
九
字
に
お
よ
ぶ
欠
文
に
つ
い
て

榊
氏
は
、
そ
の
所
用
紙
を

一
丁
半
と
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
四
十
八
丁

表

に
貼
付
さ
れ
て
い
た
原
本
が
、
は
ぎ
と
ら
れ
た
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
綴
じ
口
に
面
し
た
上

の
角
、
お
よ
び

下

の
中
央
よ
り
綴
じ
口
に
む
か
っ
て
、
原
本

の
用
紙
が
台
紙
の
上
に
残
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
全
く
あ
き
れ
か
え

っ
た
。
か
く
剥

ぎ
と
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
は
四
十
八
丁
表
が
現
在
白
紙
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
榊
氏
が
指
摘

し
た

一
丁
半
の
な

か

の
半
丁
に
相
当
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
れ
ば
残
り
の

一
丁
分
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
仔
細
に
調
査

し
た
が
、
切
り
と
ら
れ
た
痕
跡
を
見
出
し
え
な
か
っ
た
。
し
て
み
る
と
、
半
丁
の
欠
文
は
冊
子
綴
に
改
装
さ
れ
て
の
ち
、
剥
ぎ
と
ら
れ

た
か
、
あ
る
い
は
自
然
に
は
が
れ
て
散
逸
し
て
し
ま

っ
た
か
、
こ
の
両
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
れ
ば
歿
り
の

一
丁
分

の
欠
文
は
冊
子
綴
に
改
装
さ
れ
る
以
前
に
既
に
失
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

一
紙
を
二
枚

に
は
が
す
工
程
に
お
い
て
失
敗
し
た
た
め
、
台
紙
に
貼
付
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
、
と
判
断
す
る
こ
と
は
い
か
が

で
あ
ろ
う
か
。
あ

る

い
は
、
台
紙
に
貼
付
さ
れ
た
す
べ
て
を
綴
る
工
程
に
お
い
て
、
該
当
の

一
丁
だ
け
が
綴
じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
落
丁
し
て
し
ま

っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
想
像
の
域
を
脱
す
る
も
の
で
な
い
限
り
、
的
確
な
判
断
と
は
言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し

は
そ
う
し
た

一
丁
表
裏
の
ゆ
く
え
が
気
が
か
り
で
あ

っ
た
の
で
再
度
冊
子
綴
を
点
検
す
る
機
会
を
持

っ
た
。
仔
細
に
検
し
て
み
る
と
予

期

し
な
い
事
実
を
つ
き
と
め
て
、
や

っ
と
疑
問
が
と
け
た
と
言
う
気
持
ち
と
、
な
ん
だ
そ
う
だ

っ
た
の
か
と
い
う
気
持
ち
と
が
錆
綜
し

た
こ
と
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
そ
れ
は
四
十
八
丁
表
と
四
十
八
丁
裏
と
が
糊
に
よ
っ
て
は
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
で
は
な

い
か
。
言
葉
を
か

え
て
言
う
な
ら
ば
、
白
紙
と
白
紙
と
が
は
り
つ
け
て
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
都
合

一
丁
分
が
四
十
八
丁
表
と
同
様
は
ぎ
と
ら
れ
て
い
る



の
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と

一
丁
半

の
欠
文
は
結
果
的
に
は
剥
ぎ
と
ら
れ
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。

第
二
は
第
八
章

の
二
百
八
字
の
欠
文
は
四
十
九
丁
表
の
第

一
行
目
の

「精
進
之
相
内
懐
虚
仮
貪
瞋
邪
偽
奸
詐
」
と
第
二
行
目
の

「真

実
心
中
。
業
讃
歎
彼
阿
弥
陀
仏
及
讐

レ
と
の
間
に
入
れ
ら
る
べ
き
文
章
で
あ
る
.
こ
の
場
合
の
欠
文
は
苳

に
藕

し
た
三
つ
の
場

Na1四 十 九 丁 表
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合
と
異

っ
て
、
同

一
用
紙
内
に
お
こ
っ
た
欠
文
で
あ
る
か
ら
、
切
り
と
ら
れ
て
な
く
な

っ
た
の
で
は
な
い
。
第

一
行
目
と
第
二
行
目
と

の
文
章
は
直
接
続
く
文
章
で
な
い
か
ら
、
書
写
す
べ
き
原
本
、
榊
氏
の
想
定
に
よ
る
な
ら
ぽ
廬
山
寺
蔵
本
の
素
本
か
ら
写
し
と
る
時
点

に
お
い
て
と
ぽ
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
言
う
。
し
か
し
わ
た
く
し
は
、
こ
の
欠
文
は
素
本
を
写
し
と
る
と
き

に
生
じ
た
欠
文
で

な
く
、

『観
経
疏
』
散
善
義
の
至
誠
心
釈
中
の
文
章
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
散
善
義
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
、

そ
れ
を
書
写
し
て

い
る
間
に
ぬ
か
し
て
し
ま

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
廬
山
寺
蔵
本
に
素
本
の
あ
る
こ
と
を
考
え
る
榊
氏
の
説
と
袂
を
わ
か
た

ね
ば
な
ら
な
い
。

第
三
の
二
百
四
十
七
字

の
欠
文
は
、
五
十

一
丁
裏
の
第

一
行
目
の

「真
仏
弟
子
」
と

「
又
深
心
深
信
者
決
定
建
立
自
」
と
の
間
に
入

れ
ら
る
べ
き
文
章
で
あ
る
。
こ
の
二
百
四
十
七
字
の
欠
文
は
散
善
義
の
深
心
釈
中
の
文
章
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
仏
語
は
真
実
で
あ
る

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

七
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八

と

い
う
前
提
に
た

っ
て
、
浄
土
の
行
者
は
仏
説
で
あ
る

『観
無
量
寿
経
』
を
深
く
信
ず
べ
き
で
あ
り
、
仏
以
外
の
菩
薩
等
が
説
く
と
こ

ろ

の
不
完
全
な
説
を
信
用
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
で
あ
る
。
こ
の

一
文
が
記
載
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
特
に
不
都
合
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
第
四
の
三
百
三
十
七
字
の
欠
文
は
五
十
六
丁
裏
の
第
二
行
目
と
第
三
行
目
と
の
問
に
入
れ
ら
る
べ
き
文
章

で
あ
り
、

散
善
義
の
廻
向
発
願
心
釈
中
に
展
開
す
る

一
問
答
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
凡
夫
が

一
生
涯
に
行

っ
た
修
福

・
念
仏
を
も

っ

て
、
ど
う
し
て
無
漏
無
生
の
浄
土
に
往
生
し
、
不
退
位
を
証
悟
し
得
よ
う
か
、
と
い
う
問
い
と
そ
の
解
答
で
あ
る
。

こ
の
場
合
も
さ
き

の
二
百
四
十
七
字
の
欠
文
と
同
様
、
た
と
え
欠
文
で
あ

っ
て
も
不
都
合
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
榊
氏
は
こ
の
二
百
四
十
七
字
と
三

百

三
十
七
字
の
欠
文
に
つ
い
て
、
廬
山
寺
蔵
本
は
始
め
か
ら
こ
れ
ら
の
文
章
を
持

っ
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
立
場
に
た
ち
、

「
そ
の
部

分

の
増
補
」
を
行

っ
た
の
が
当
麻
奥
院
蔵
の
古
鈔
本
で
あ
り
、
現
在
の
流
行
本
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
讃
意
を

表

し
た
い
と
思
う
。

長
文
に
わ
た
る
欠
文
の
最
後
と
し
て
、
第
十

一
章
私
釈
段
の
八
百
十
九
字

の
欠
文
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
七
十
三
丁
裏

第

三
行
目
の

「劣
而
所
褒
也
」
と
第
四
行
目
の

「加
之
念
仏
行
者
観
音
」
と
の
間
に
入
れ
ら
る
べ
き
も
の
で
、
た
だ
長
文
に
わ
た
る
空

海
撰

『
顕
密
二
教
論
』
巻
下
か
ら
の
引
用
文
だ
け
で
な
く
、
法
然
自
身
の
文
章
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
欠
文
は
今
ま
で
述
べ
た
さ
き

の
場
合
と
違

っ
て
、

「劣
而
所
褒
也
」
の
文
に
続
い
て

「○
念
仏
功
能
秀
諸
善
上
非
芬
陀
利
式
匝
呈
者
也
」
と
い
う
十
七
字
を
置
き
、

つ
い
で

「加
之
」
以
下
の
文
章
に
続
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
十
七
字
の
文
を
墨
線
で
見
消
と
し
、
第
二
行
目
と
第

三
行
目
と
の
行
間

に
、

「問
日
既
以
念
仏
名
上
々
者
ホ
云
々
」
と
注
記
し
て
い
る
。
こ
の
行
間
に
記
入
さ
れ
た
文
章
は
完
結
で
な
い
が
、
見
消
し
さ
れ
た

文
章
に
か
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
見
消
し
に
か
わ
る
注
記
の
文
章
の
続
き
は
ど
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

「
ホ
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
が
、
ど
こ
に
も
注
記
に
該
当
す
る
文
章
は
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
そ

の
次
の
丁



す
な
わ
ち
七
十
四
丁
表

の
第

一
行
十
五
字
、
第
二
行
十
五
字
、
第
三
行
五
字
が
、
七
十
三
丁
裏
す
な
わ
ち
前
葉
と
同
文
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
を
、
次
丁
の
表
に
再
現
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
十
七
字
の
見
消
し
に
か
わ
る
べ
き
文
章
、

す
な
わ
ち

「
問
日
、
既
以
念
仏
名
上
々
者
」
に
始
ま
る
八
百
十
字
を
、
第
三
行
目
の
第
六
字
目
か
ら
qna
載
す
べ
き
意
図
の
あ

っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
は
第
三
行
目
の
五
字
以
下
は
白
紙
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
。
と
も
か
く

　　
　
　

冊
子
綴

に
は

「問
日
、
既
以
念
仏
名
上
々
者
」
以
下
の
文
章
が
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
は
別
紙
に
記
載
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
榊
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て

「別
に
メ
エ、
の
よ
う
に
準
備
さ
れ
て
い
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
別
紙
が
失
わ
れ
た

か
ら
、
八
百
十
九
字
に
わ
た
る
長
文
を
欠
文
の
ま
ま
伝
え
る
こ
と
に
な

っ
た
の
が
冊
子
綴
で
あ
る
、
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

Na2七 十三丁表 第1～5行
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一
〇

nH

古
鈔
本
中
に
み
ら
れ
る
白
紙

匚

ー

追
加
挿
入
の
文
を
め
ぐ

っ
て

一
概
に
追
加
挿
入
の
文
章
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
行
間
に
記
入
し
て
い
る
場
合
と
、
挿
入
す
べ
き
箇
所
を
持

つ
用
紙
の
裏
面

(
こ
の

場
合
、
裏
面
が
白
紙
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
)
に
記
入
し
て
い
る
場
合
と
の
相
異
が
あ
る
。

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
の
字
数

の
多
い
九
十
字

・
六
十
四
字
の
追
加
挿
入
文
に
つ
い
て
、
廬
山
寺
蔵
の
冊
子
綴
の
現
状
を

紹
介
し
よ
う
と
思
う
。
ま
ず
第

一
に
九
十
字

の
追
加
挿
入
の
文
章
は
、
第
二
章
私
釈
段
の
な
か
、

『往
生
礼
讃
』
前
序
の
文
を
引
用
す

る
直
前
の
と
こ
ろ

(
+
焦

钁

覧

ら
れ
る
・
す
な
わ
ち
第
五
行
具

九
字
)
の
す
ぐ
し
た
に
縦
書
き
二
行
に
各
+
三
字
を
、
つ
い

で
第
五
行
と
第
六
行
の
中
間
に
四
十
字
と
十
八
字
、
さ
ら
に
第
六

・
七
行
の
下
の
余
白
に
、
綴
じ
口
を
下
に
し
て
六
字
を
書
き
入
れ
て

翫3十 七丁裏 第4～7行



い
る
。
し
か
る
に
十
八
字
と
六
字
と
の
中
間
の

「摂
往
生
行
」
の
四
字
を
欠
き
、
さ
ら
に
六
字
に
続
く

「諸
師
不
然
行
者
応
思
之
」
と

い
う
九
字
も
ま
た
欠
け
て
い
て
、
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
い
。
お
も
う
に

「摂
往
生
行
」
の
四
字
は
、
か
り
に
な
か

っ
た
と
し
て
も
文

章
全
体
の
内
容
を
そ
こ
な
う
こ
と
に
な
ら
な
い
が
、
九
字
が
な
け
れ
ば
意
味
が
通
じ
な
い
。
し
て
み
る
と
九
字
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と

は
確
実
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
六
字
と
平
行
し
て
、
用
紙
の
最
下
段
の
余
白
に
書
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
原
本

を
台
紙
に
帖
付
す
る
に
さ
き
だ

っ
て
、
台
紙
に
あ
わ
せ
て
原
本
の
最
下
段
を
切
断
し
た
た
め
、
九
字
を
失
う
こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
ざ

る
を
得
な
い
。
さ
て
こ
の
九
十
字
に
お
よ
ぶ
挿
入
文
は
、
往
生
行
を
正
雑
二
行
説

の
ご
と
く
二
分
類
す
る
善
導
の
説
が
、
独
断
の
説
で

な

い
こ
と
を
事
例
を
も

っ
て
立
証
し
よ
う
、
と
す
る
意
図
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
。
従

っ
て
た
と
え
、
こ
の
九
十
字
を
挿
入
し
な
く

て
も
支
障
は
な
い
が
、

こ
の
挿
入
文
を
持

つ
こ
と
に
よ

っ
て
、

善
導
の
二
行
説

の
伝
承
が
判
明
し
、

大
い
に
権
威
づ
け
ら
れ
る
と
と

も

に
、
全
体
と
し
て
整
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。

(図
4
)

さ
ら
に
第
二
に
、
六
十
四
字
に
お
よ
ぶ
追
加
挿
入
の
文
は
、
第
三
章
私
釈
段
の
前
半

(
二
十
五
丁
表
)
に
み
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
第

五
行
と
第
六
行
と
の
行
間
に

「如
是
以

一
行
配

一
仏
土
者
是
且

一
往
之
義
也
再
往
論
之
其
義
不
定
或
有

一
仏
土
中
以
多
行
為
往
生
行
之

土
或
有
多
仏
土
中
以

一
」
と
記
入
し
、
そ
の
続
き
の

「
行
通
為
往
生
行
之
土
如
是
往
生
行
種
々
不
O
」
と
い
う
十
六
字
を
、
綴
じ
口
を
下

に
し
て
、
用
紙
の
下
段
の
余
白
に
記
入
し
て
い
る
。
こ
の
十
六
字
の
最
後
の
字
は

「
同
」
で
あ
る
が
完
全
な
形
で
残

さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
十
六
字
に
続
く

「
不
可
具
述
」
の
四
字
は
、
ど
こ
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
は
綴
じ

口
の
側
を
切
断
し

た
た
め
、
消
さ
れ
て
し
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
六
十
四
字
の
挿
入
文
は
、
第
六
行
目
の

「為
往
生
行
之
土
」
と

「即
今
」
と

の
中
間
に
入
れ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

「
土
」
と

「即
」
と
の
中
間
に
・
印
を
置
き
、
し
か
も
挿
入
文
の
上
部
片
側
を
細
線
で
包
ん

で
い
る
。
さ
て
こ
の
六
十
四
字

の
挿
入
は
、
そ
れ
に
さ
き
だ

っ
て
説
か
れ
た
諸
種
の
往
生
行
に
つ
い
て
の
総
括
を
内
容
と
し
て
い
る
。

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
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強

い
て
六
十
四
字
を
挿
入
し
な
く
て
も
支
障
は
な
い
が
、
挿
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
念
仏
往
生
の
願
が

「
一
行
を
も

っ
て

一
仏
土
に
配

す
る
」
類
で
あ
る
こ
と
を
闡
明
に
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
行
間
に
記
載
さ
れ
た
追
加
挿
入
の
文
章
で
二
十
数
字
以
下
、
十
字
以
上
の
も
の
を
あ
げ
て
置
こ
う
。
そ
の
第

一
は
第
二
章
私

釈
段
に
み
ら
れ
る
五
番
相
対
の
第
五
純
雑
対
の
最
後
の
辺
、
す
な
わ
ち
冊
子
綴
十
七
丁
表
、
第
七
行
目
の
左
側
に
、

「云

一
胎
蔵
界
曼

く

く

<

(
図

5

)

陀
羅
血
脉
譜

一
首

・
二
胎
蔵
金
剛
界
両
曼
陀
羅
血
脉
譜
」
(
・
及
び
く
は
見
消
し
)
と
い
う

一
行
二
十
三
字
を
記
載
し

て
い
る
。

こ
の
文

は
第
七
行
目
の

「
山
家
仏
法
血
脉
譜
」
と

コ

首
L
と
の
間
に
入
れ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

「譜
」
と

コ

首
L
と
の
中
間
に

。
印

を
置
き
、
さ
ら
に
挿
入
文
の
上
部
片
側
を
細
線
で
包
ん
で
い
る
。
そ
の
第
二
は
第
三
章
私
釈
段

に
展
開

さ
れ

る
勝
劣

・
難
易
説
の
直

(図
6
)

前
、
す
な
わ
ち
冊
子
綴
の
二
十
五
丁
裏
、
第

一
行
目
と
第
二
行
目
と
の
行
間
に
、

「普
約
諸
願
選
捨
麁
悪
選
取
善
妙
其
理
可
然
何
故
第

十

八
願
」
と
い
う

一
行
二
十
二
字
を
記
載
し
て
い
る
。
こ
の
文
は
第
二
行
目
の

「問
日
」
と

「選
」
と
の
問
に
挿
入
さ
る
べ
き
も
の
で

あ

り
、

「
日
」
と

「選
」
と
の
中
間
に

。
印
を
置
き
、
さ
ら
に
細
線
で
挿
入
文
の
上
部
片
側
を
包
ん
で
い
る
。
そ
の
第
三
は
同
じ
く
第

(図
7
)

三
章
私
釈
段
に
展
開
さ
れ
る
念
声
是

一
義
の
直
前
、
す
な
わ
ち
冊
子
綴
三
十
丁
表
の
第
四
行
目
と
第
五
行
目
と
の
行
間
に
、

「
成
仏
之

誓

既
以
成
就
当
知

一
々
之
願
不
可
虚
設
」
と
い
う

一
行
十
八
字
を
記
載
し
て
い
る
。
こ
の
文
は
第
五
行
目
の

「
於
今
十
劫
」
と

「
故
善

Na6二 十五丁裏

第1・2行
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導

云
L
と
の
間
に
挿
入
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

「十
劫
」
と

「故
」

の
中
間
に

。
印
を
置
い
て
挿
入
箇
所
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
第

四
は
第
五
章
私
釈
段
の
最
初
の
段
に
見
ら
れ
、冊
子
綴
の
三
十
九
丁
裏
、
第
五
行
目
と
第
六
行
目
と
の
行
間
に
、
「
既
選
而
讃
歎
思
而
容

　　
　
　

分

別
者
也
」
と
い
う

一
行
十
二
字
を
記
載
し
て
い
る
。

こ
の
文
は
第
六
行
目
か
ら
次
行
に
か
け
て
の

「念
仏

一
行
」
と

「
若
約
念
仏
」

と

の
間
に
挿
入
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

「
一
行
」
と

「若
」
と
の
中
間
に

。
印
を
置
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
四
種
の
挿
入
文
の
な
か
、
第

一
は
あ
き
ら
か
に
血
脈
譜
か
ら
写
し
と
る
時
点
に
お
い
て
、
と
ば
し
た
と
こ
ろ
を
補

っ
た
も
の

で
あ
り
、
第
四
は
挿
入
の
十
二
字
が
な
け
れ
ぽ
文
章
を
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
榊
氏
が
言
う
素
本
か
ら
写
し
と
る



時

に
と
ば
し
た
と
こ
ろ
を
補

っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
十
二
字
を
挿
入
す
る
以
前
に
書
か
れ
た
文
章
を
、

「唯
就

念

仏

一
行
若
分
三
輩
此
有
二
意
」
と
読
み
と
る
な
ら
ぽ
、

こ
れ
は
完
全
な
文
章
で
あ

っ
て
、
前
後
の
関
係
に
何
等
支
障
が
な
い
。
し
か

る
に
十
二
字
を
挿
入
し
た
た
め
、

分

の
字
の
右
側
に

「約
念
仏
」
・
左
側
に

「別
]
と
書
き
そ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
を

考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ぽ
、
榊
氏
が
言
う
素
本
か
ら
写
し
と
る
時
に
と
ば
し
た
と
言
う
考
え
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
十
二
字

の
挿
入

は
問
い
の

「唯
独
讃
二念
仏
功
徳
一乎
」
に
た
い
す
る
正
面
切

っ
て
の
解
答
で
あ
る
か
ら
、
挿
入
文
が
あ

っ
て
こ
そ
首
尾

一
貫
す
る
わ
け

で
あ
る
。
従

っ
て
追
加
挿
入
は
素
本
が
な
く
て
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
。
ま
た
第
二
と
第
三
は
文
章
を
整
え
、
意
味
を
明
瞭
に
す
る

た
め
に
、
後
刻
挿
入
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
追
加
挿
入
す
べ
き
文
章
を
、
そ
の
箇
所
を
持

つ
用
紙
の
裏
面
、
た
ま
た
ま
白
紙
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
記
入

さ
れ
て
い
る
場
合
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
第

一
は
、

第

一
章
私
釈
段

の
最
終
段
、

す
な
わ
ち
九
丁
裏
の
第
七
行
目
の

「遵
之
哉
。」
と
い
う
三
字
の
す
ぐ
下
に
、
細
字
で

　

　　
　
　

右
寄
り
に

「
天
台
師
資
相
口

即
在
裏
」
と
注
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
注
記
は

「遵
之
哉
」
に
続
く
べ
き
文
章
を
裏
面
、
す
な
わ

ち
九
丁
表

に
記
載
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
注
記
に
該
当
す
る
文
章
は
、
た
ま
た
ま
白
紙
の
ま
ま
に
さ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
に
記

入
さ
れ
た
か
ら
、
追
加
挿
入
さ
る
べ
き
文
章
が
、
同
じ
丁
数
の
表
に
記
載
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。
こ
の
追
加
挿

入
さ
る
べ
ぎ
文
章
は

十
行

(
第

一
行
二
十

一
字
、
第
二
行
二
十
五
字
、
第
三
行
二
十
四
字
、
第
四
行
二
十
五
字
、
第
五
行
二
十
四
字
、
第
六
行
二
十
四
字
、

第
七
行
二
十
四
字
、
第
八
行
三
十
字
、
第
九
行
二
十
字
、
第
十
行
九
字
)
二
百
二
十
六
字
で
あ
る
。

追
加
挿
入
す
べ
き
文
章
が
、
追
加
挿
入
す
べ
き
箇
所
を
持

つ
文
章
よ
り
も
、
さ
き
に
位
置
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
奇
異
な
現

象
が
成
立
す
る
所
以
に
つ
い
て
紹
介
し
て
置
き
た
い
。
追
加
挿
入
す
べ
き
箇
所
を
も

つ
九
丁
裏
の
文
章
は
、
八
丁
表

の
文
章
に
続

い
て

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題
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い
る
。
と
い
う
こ
と
は
八
丁
裏
が
白
紙
で
あ
り
、
ま
た
九
丁
表
も
白
紙
で
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
に
八
丁
裏
と
九
丁
表

を
白
紙
に
し
て
置
い
た
こ
と
を
、
い
か
に
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
か
ら
追
加
挿
入
す
べ
き
文
章

の
出
現
を
予
想
し
た
意

図
的
な
作
為
で
あ

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
偶
然
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
は
か
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
他

に
も
こ
れ
と
同
様



の
こ
と
が
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
前
者
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
判
断
す
る
と
廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
が
草
稿

本

で
あ
る
と
い
う

一
理
由
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
第

一
に
つ
い
て
付
記
し
て
置
き
た
い
こ
と
は
、
〇
九
丁

の
表
裏
が
も
と

一
枚

の
用
紙

の
表
裏
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
互
い
に
裏
に
書
か
れ
た
字
が
、
さ
か
さ
に
な

っ
て
そ
の
墨
跡
を
残
し
て
い
る

一
事
に
よ
っ
て
確
認

さ
れ
る
こ
と
、
⇔
追
加
挿
入
さ
る
べ
き
十
行
の
文
章
の
な
か
、
第
九
行
目

一
番
下
に
記
入
さ
れ
て
あ
る
べ
き

「少
康
」
と
い
う
二
字
を

欠

い
て
い
る
こ
と
、
⇔
大
正
複
製
本
は
故
意
に
九
丁
の
表
裏

の
配
列
を
逆
に
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
八
丁
裏

の
白
紙
を
削
除
し
て
い

る
こ
と
の
三
点
で
あ
る
。
な
お
こ
の
師
資
相
承
に
関
す
る
追
加
挿
入
文
に
つ
い
て
は
、
法
然
の
相
承
観
を
考
え
る
上
に
重
要
な
意
義
を

持

っ
て
い
る
の
で
、
項
を
あ
ら
た
め
て
論
述
し
た
い
と
思
う
。

そ

の
第
二
は
、
第
三
章
私
釈
段
の
前
半
、
す
な
わ
ち
二
十

一
丁
表
の
第
五
行
と
第
六
行
と
の
行
間
、
中
央
よ
り
や
や
下

の
と
こ
ろ
、

第

五
行
目
の

蕪

上
殊
勝
之
箆

大
阿
弥
陀
経
云
L
と
い
う
文

の
箜

ハ
字
か
ら
以
下
の
三
字
に
よ
り
そ
う
よ
う
緬

字
で
、

宥

裏
可

(図
10
)

入
之
L
と
注
記
し
て
い
る
。
そ
の
注
記
に
該
当
す
べ
き
追
加
挿
入
の
文
は
二
十

一
丁
の
裏
に
四
行

(
第

一
行
十
二
字
、
第
二
行
二
十
三

字
、
第
三
行
二
十
字
、
第
四
行
十
九
字
)
七
十
四
字
を
費
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
七
十
四
字
は

『無
量
寿
経
』
巻
上
所
説

の
法

蔵
菩
驍

話
の
文
で
あ
軌

蕪

上
鬱

之
願
L
に
続
く
経
斈

あ
る
.
し
た
が
.
て

蕪

上
殊
勝
之
箆

L
と
記
載
さ
れ
た

「椙
」

Nα10二 十 一丁 表
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は
、
七
十
四
字
の
最
後
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
も
か
く
こ
の
七
十
四
字
の
挿
入
の
文
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
法
蔵
菩
薩
の
五
劫

思
惟
に
よ
る
往
生
行
の
選
択
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
十
数
行
あ
と
に
指
摘
さ
れ
る

「選
択
与
摂
取
其
言
雖
異
。
其

意
是
同
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
七
十
四
字
は
執
事
の
当
初
か
ら
書
か
る
べ
き
経
文
と
し

て
指
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
経
文
を
写
し
と
る
段
階
で
書
写
し
な
か
っ
た
の
で
、
改
め
て
補

っ
た
の
が
こ

の
七
十
四
字
の
挿
入
で
あ
る
。

こ
の
追
加
挿
入
さ
る
べ
き
七
十
四
字
を
記
載
し
た
場
所
-
丁
数
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
二
十

一
丁
表
に
続
く
文
章
は
二
十
二
丁

裏

に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
二
十

一
丁
裏
と
二
十
二
丁
表
と
が
白
紙
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
た
ま
た
ま
二
十

一

丁
裏
が
白
紙
で
あ
っ
た
の
で
、
二
+

于

表
の

蕪

上
籥

之
願
L
と

「
甼

と
の
間
舞

入
す
べ
き
文
章
を

二
±

丁
の
裏
に
記

載
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
な
お
付
記
し
て
置
き
た
い
こ
と
は
、
〇
二
十

一
丁
の
表
裏
が
も
と

一
枚
の
用
紙

の
表
裏

で
あ

っ
た

こ
と
は
、
第

一
の
場
合
と
同
じ
く
、
裏
の
字
が
さ
か
さ
に
な

っ
て
そ
の
墨
跡
を
残
し
て
い
る

一
事
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
、
⇔
大

正
複
製
本
は
第

一
の
場
合
と
同
様
、
二
十
二
丁
表
の
白
紙
を
削
除
し
て
い
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
追
加
挿
入
す
べ
ぎ
文
章
を
、
裏
面
の
白
紙
に
記
載
し
た
第
三
に
つ
い
て
は
、
次
項
に
お
い
て
別
の
角
度

か
ら
と
り
あ
げ
た
い

と
思
う
。

!　皿

古
鈔

本

中

に
み

ら
れ

る
貼
付

ミ

ス

匸

ー

遺
さ
れ
た
綴
じ
口
の
丁
数
i

粘
葉
綴
の
原
本
を
現
今
伝
わ

っ
て
い
る
体
裁
で
あ
る
冊
子
綴
に
あ
ら
た
め
る
第

一
の
工
程
が
、
綴
じ
口
の
糊
づ
け

を
は
が
し
、
半
折



の
ま
ま
の

一
紙

・
一
紙
に
分
離
し
、
そ
の

一
紙
ご
と
に
表
裏
を
は
が
し
て
二
枚
に
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
次
の
工
程
は
剥
さ
れ
た

用
紙
の
半
折
に
な

っ
た
と
こ
ろ
を
切
断
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
切
断
さ
れ
、
切
り
捨
て
ら
れ
た
紙
片
に
は
、
お
そ
ら
く
丁

数
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
冊
子
綴
百
九
丁
の
な
か
、
不
思
議

に
も
切
断
さ
れ
て
残
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
の
丁
数

の
記
載
を
、
二
箇
所
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
第
三
章
私
釈
段
の
中
程
、
勝
劣
義
が
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
丁
数
で
い
う
な

ら
ば
二
十
六
丁
表
と
二
十
七
裏
と
で
あ
り
、
と
も
に
向

っ
て
右
側
中
央
、
つ
ま
り
前
者
は
綴
じ
口
側
に
、後
者
は
綴
じ

口
で
な
い
側
に
、

し

か
も
用
紙
ぎ
り
ぎ
り

一
杯
に

「
ニ
ノ
十
二
」
と
細
字
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
丁
数
の
書
き
こ
み
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
前
者
の
丁

数

は
字
が
さ
か
さ
に
写

っ
て
い
る
の
に
反
し
、
後
者
は
あ
き
ら
か
に
写

っ
て
い
る
の
で
な
く
、
書
か
れ
て
い
る
。
こ

の
丁
数
は
、

一
紙

を
半
折
に
し
た
内
側
の
中
央
に
記
さ
れ
た
丁
数
の
字
が
、
半
折
し
た
際
に
反
対
側
に
写
り
、
そ
の
反
対
側
に
写

っ
た
丁
数
が
、
そ
の
外

側

に
ま
で
そ
の
墨
跡
を
と
ど
め
る
に
至

っ
た
と
解
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
二
十
六
丁
表
の
右
側
、
綴
じ
口
に
近
い
と
こ
ろ
に
丁
数
の
字
が
、
さ
か
さ

に
写

っ
て
い
る
か
ら

に
は
問
題
は
な
い
。
し
か
る
に
二
十
七
丁
裏
に
記
載
さ
れ
て
い
る
丁
数
が
右
側
、

つ
ま
り
綴
じ
口
で
な
い
側
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を

問
題
視
し
た
い
。
丁
数
は
綴
じ
口
に
記
載
し
、
し
か
も
粘
葉
綴
の
場
合
、
製
本
が
完
了
し
た
時
点
に
お
い
て
は
糊
づ

け
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
見
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
鉄
則
か
ら
言
う
な
ら
ぽ
冊
子
綴
は
原
本
の
用
紙
を
台
紙
に
貼
付
す
る
時
点
に
お

い
て
、
あ
や
ま
ち
を
犯
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
ら
ば
冊
子
綴

の
現
状
を
い
か
に
変
更
す
れ
ば
、
粘
葉
綴
当
初
の
ま
ま
に
復
元
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
丁
数

が
記
載
さ
れ
て
い
る
二
十
七
裏
を
二
十
七
表
と
し
、
二
十
七
丁
表
を
二
十
七
丁
裏
に
配
置
が
え
す
れ
ば
よ
い
わ
け

で
あ
る
。

つ
ま
り
二

十
六
丁
裏
と
二
十
七
丁
表
と
を
白
紙
と
し
た
ま
ま
、
二
十
六
丁
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
続
き

の
文
章
を
二
十
七
丁
裏

に
記
載

し

て

い

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

一
九
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第2・3行

る
、
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
し
か
る
に
二
十
七
丁
裏
に
追
加
挿
入
す
べ
き
文
章
が
で
き
た
の
で
、
二
十
七
丁
裏
の
う
ら
に
あ
た
る
、
二
十

七
丁
表
に
追
加
さ
る
べ
き
文
章
を
記
載
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
冊
子
綴
二
十
七
丁
表
の
第
二
行
目
と
第
三
行
目
と
の
行

(図
11
)

問

に
、
「往
生
礼
讃
云

在
裏
」
と
細
字
で
書
か
れ
た
注
記
が
あ
る
。
こ
の

「
在
裏
」
は
粘
葉
綴

の
次
第
順
序
か
ら
い
う
と
、
そ
の

一
葉

前

(
一
丁
手
ま
え
)
に

『往
生
礼
讃
』
前
序
の
文
を
四
行
六
十
七
字

(第

一
行
二
十
二
字
、
第
二
行
二
十
二
字
、
第
三
行
二
十
二
字
、

第

四
行

一
字
)
を
費
し
て
記
載

(第
三
行
の
最
後

の
字

「生
」
が
欠
い
て
い
る
)
す
る
と
い
う
意
志
表
示
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
用
例

は
既
に
前
項
で
指
摘
し
た
第

一
の
場
合
と
、
ま

っ
た
く
同
じ
条
件
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お
大
正
複
製
本
は
、
二
十
六
丁
裏

の
白
紙
を
削
除
し
た
の
で
二
十
六
丁
表
か
ら
の
続
き
の
文
を
そ
の
裏
に
配
置

し
、

つ
い
で
次
葉

に
追
加
挿
入
の
文
を
置
い
て
い
る
。
従

っ
て
白
紙

一
葉
を
削
除
し
た
以
外
は
冊
子
綴
の
ミ
ス
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
踏
襲
し
て
い
る
、
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

な
お
こ
と
の
つ
い
で
に
、
冊
子
綴
が
粘
葉
綴
の
原
本
を
改
変
し
て
い
る
顕
著
な
箇
所
を
紹
介
し
て
置
こ
う
。
そ
の
第

一
は
第
十
二
章

の
標
目
と
そ
れ
に
続
く

『観
無
量
寿
経
』
お
よ
び
、
善
導
の

『
観
経
疏
』

の
文
が
記
載
さ
れ
る
箇
所
で
、
も
と
半
葉

に
記
載
さ
れ
て
い

た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
第
四
行
と
第
五
行
と
の
中
間
で
切
断
し
て
七
十
六
丁
の
表
に
前
半
の
四
行
を
、
七
十
六
丁
の
裏
に
後
半
の
四
行

 を
帖
付
し
て
い
る
、
と
い
う
理
解
讐

し
む
作
蒙

行
わ
れ
て
い
る
・
そ
の
筆
跡
は
前
半
四
行
と
後
半
四
行
と
も
に
爨

で
あ
る
・
そ



の
第
二
は
冊
子
綴
に
は
前
後
を
逆
に
貼
付
し
た
箇
所
が
、
さ
ら
に
二
箇
所
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
冊
子
綴
の
持

つ
ミ
ス
は

六
十
六
、
お
よ
び
八
十
五
丁
の
各
表
裏
に
み
ら
れ
る
。
従

っ
て
原
本
に
復
す
る
に
は
表
裏
の
配
置
転
換
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

Na12七 十六丁表裏
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古
鈔
本
中

に
み
ら
れ
る
本
文

の
か
こ
み

v

ー

本
文
の
削
除
を
め
ぐ

っ
て
i

二
二

冊
子
綴
に
は
本
文
と
し
て
記
載
さ
れ
て

い
る
文
章
で
あ
る
の
に
拘
ら
ず
、
当
麻
奥

院
蔵
古
鈔
本
な
ら
び
に
流
布
本
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
長
文
を
二
箇
所
も

っ
て

い
る
。
そ
れ
は
注
記
を
持
た
な
い
か
ら
い

か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か

不
明

で
あ

る

が
、
こ
の
二
箇
所
と
も
、黒
線
で
そ
の
四
方

が
か
こ
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
方
を
線
で

か

こ
う
作
業
が

い
つ
行
わ
れ
た
か
不
明
で

あ
る
が
、
結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、
か
こ

み
は
削
除
を
意
味
す
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

そ
の
第

一
は
第
三
章
私
釈
段
中

の

「能

令
瓦
礫
変
成
金
」

(
法
照
の

『
五
会
法
事

讃
』
)
の
文
に
続
く
八
行
分

(
二
十
八
丁

Na13二 十八丁表 第3～7行 。二十八丁裏 第1～5行



表

の
第
四
行
目
五
字
、
第
五
行
目
十
七
字
、
第
六
行
目
十
七
字
、
第
七
行
目
十
六
字
、
二
十
八
丁
裏

の
第

一
行
目
十

七
字
、
第
二
行
目

(
図
13
)

十

八
字
、
第
三
行
目
十
六
字
、
第
四
行
目
十
字
)
が
黒
線
に
よ
っ
て
か
こ
わ
れ
て
い
る
。
今
こ
こ
に
な
ぜ
削
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
、
と
言
う
理
由
を
求
め
て
黒
線
に
よ

っ
て
か
こ
わ
れ
た
八
行
百
十
六
字
と
、
そ
れ
に
続
く
本
文
す
な
わ
ち
二
十

八
丁
裏

の
第
五
行

目
の

「
問
日

一
切
菩
薩
雖
立
其
願
」
の
文
に
始
り
、
二
十
四
行
さ
き
に
あ
た
る
三
十

一
丁
表
の
第
七
行
目
の

「
必
得
往
生
」
に
い
た
る

ま
で
の
長
文
と
を
比
載
す
れ
ば
左
記
の
よ
う
で
あ
る
。

〔か
こ
み
の
部
分
〕

間
日
。
以
念
仏
為

本
願
。
其
義
実
可
然
。

未
審
其
願
已
為
成

就
。
将
為
未
成
就
。

答
日
。
其
願
已
成
就
。

成
仏
以
来
於
今
十
劫
。

故
無
量
寿
経
下
巻

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

一

〔
二
十
四
行
分
〕

問
日
。

一
切
菩
薩
雖
立
其
願

或
有
巳
成
就
。
亦
有
未
成
就
。

未
審
法
蔵
菩
薩
四
十
八
願

已
為
成
就
。
将
為
未
成
就
也
。

答
日
。
法
蔵
誓
願

一
一
成
就
。

何
者
。
極
楽
界
中
既
無
三
悪
趣
。

当
知
是
即
成
就
無
三
悪
趣
之
願
也
。

中
畧

(筆
者
に
よ
る
)

然
則
念
仏
之
人
皆
以
往
生
。
以
何
得
知
。一

=
二



仏
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願
成
就
文
云
。
諸
有

衆
生
聞
其
名
号
信
心

歓
喜
乃
至

一
念
至
心

廻
向
願
生
彼
国
即
得

往
生
住
不
退
矗

又

善
導
釈
云
。
彼
仏
今
現

在
世
成
仏
。
当
知
本
誓

重
願
不
虚
。
衆
生
称
念

必
得
往
生
。

即
念
仏
願
成
就
交
云
。
諸
有

衆
生
聞
其
名
号
信
心

歓
喜
乃
至

一
念
至
心

廻
向
願
生
彼
国
即
得

往
生
住
不
退
転
是
也
。

凡
四
十
八
願
荘
厳
浄
土
。
華
池
宝
閣

無
非
願
力
。
何
於
其
中
独
可
疑
惑
念

仏
往
生
願
乎
。
加
之

一
一
願
終
云
若

不
爾
者
不
取
正
覚
。
而
阿
弥
陀
仏

成
仏
已
来
於
今
十
劫
。
成
仏
之
誓
既
以

成
就
。
当
知

一
一
之
願
不
可
虚
説
。
故

善
導
云
。
彼
仏
今
現

在
世
成
仏
。
当
知
本
誓

重
願
不
虚
。
衆
生
称
念

必
得
往
生
。

二
四

こ
の
よ
う
に
比
較
対
照
す
る
な
ら
ば
、
両
者
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
相
異
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
量
的

に
わ
ず
か
八
行
分

を
二
十
四
行
に
わ
た

っ
て
詳
述
し
た
だ
け
あ

っ
て
、
後
者
は
願
成
就
に
つ
い
て
説
得
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
し
て
み
る
と
黒
線
の
か
こ



み

の
意
図
は
、
願
成
就
を
強
調
す
べ
く
八
行
分
を
削
除
し
、
後
出
の
長
文
に
す
べ
て
を
托
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
叢

終
行
の
か
こ
み
の
直
下
に

昆

加
之
往
生
礼
讃
云
L
と
記
芒

奈

ら
も
、
こ
れ
を
縦
の
黒
鰹

よ

っ
て
消
し
、
そ
の
見
消

し

の
右
側
に

「此
文
在
奥
可
在
此
」
と
記
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
も
見
消
し
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
置
く
。

Na14八 十六丁裏 第1～8行
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(図
14
)

そ
の
第
二
は
第
十
二
章
私
釈
段
中
に
あ

っ
て
、
冊
子
綴
の
八
十
六
丁
裏

の
第
四
行
目

「仏
三
昧
為
立
而
説
」
と
い
う
七
字
に
続
く
、

「
問
日
。
雙
巻
観
経
二
経
前
」
以
下

「行
非
本
願
故
以
不
付
属
者
也
」
に
い
た
る
、
三
十
九
行
五
百
七
十
七
字

(八
十
六
丁
裏
第
四

・

五

・
六

・
七

・
八
行
、
八
十
七

・
八
十
八
丁
各
表
裏
計
三
十
二
行
、
八
十
九
丁
表
二
行
)
が
黒
線
に
よ
っ
て
か
こ
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

内

容
は
、

『観
無
量
寿
経
』
が
本
願
念
仏
の
み
を
往
生
行
と
し
て
付
属
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
定
散
二
善
を
説
く

こ
と
く
わ
し
い
の

に
た
い
し
て
、
本
願
念
仏
を
説
く
こ
と
仔
細
で
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
を
受
け
て
、
本
願
念
仏
の
こ
と
は
既
に

『
無
量
寿

経
』
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
の
で
、

『観
無
量
寿
経
』

に
お
い
て
か
さ
ね
て
説
か
な
い
、
と
い
う

一
事
を
め
ぐ

っ
て
、

「
寿
前
観
後
」

の

説

を
開
陳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
寿
観
二
経
説
時
の
前
後
に
関
し
て
法
然
は
、
既
に
東
大
寺
に
お
け
る
浄
土
三
部
経
の
講
説
時
に
お
い
て
、
私
見
を
開
陳
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
に
取
扱

っ
て
い
る
五
百
七
十
七
字

の
内
容
は
、
そ
れ
と
大
い
に
関
係
の
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
お

そ
ら
く
既
説
を
ふ
ま
え
て
説
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
法
然
は
寿
観
二
経
の
前
後
を
み
き
わ
め
る
の
に
、

「
道
理
を
も

っ
て
推
験
」

し
、
寿
前
観
後
の
説
を
導
き
だ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第

一
の

「仏
与
行
者
修
因
感
果
之
理
」
を
か
の

『観
無
量
寿
経
釈
』
の

開
巻
劈
頭
に
み
ら
れ
る

「定

(
説
時
)
前
後
」
に
示
さ
れ
る
寿
前
観
後
説
の
文
証
第
三
と
理
証
の
両
説
と
対
比
す
る
な
ら
ば
左
記
の
ご

と
く
で
あ
る
。

〔か
こ
み
の
部
分
〕

一
仏
与
行
者
理
者
。
雙

巻
経
中
説
法
蔵
比
丘
修
因
。

及
明
無
量
寿
仏
感
果
。

一

〔観
量
無
寿
経
釈
〕

三
雙
巻
経
上
文
云
。
阿
難
白
仏
。
法
蔵
菩
薩

為
已
成
仏
而
取
滅
度
。
為
未
成
仏
。
為
今
現
在
。

仏
告
阿
難
。
法
蔵
菩
薩
今
已
成
仏
現
在
西
方
。



此
観
経
中
説
行
者
定
散
修

因
。
及
明
九
品
往
生
感
果
。
若

夫
前
不
聞
仏
与
土
。
云
何

後
有
修
因
求
果
也
。
然
則

次
於
弥
陀
修
因
感
果
。
来

于
行
者
修
因
感
果
。
故

知
寿
経
前
説
。
観
経
後

説
也
。

去
此
十
万
億
刹
。
其
仏
世
界
名
日
安
楽
.
云

女

(今
経
具
説
彼
土
依
正
二
報
。
今
経
若
先
。

彼
経
何
有
此
語
。
故
知
。
寿
経
是
先
也
。)

次
有
理
者
。
寿
経
中
説
先
説
彼
仏
発
心
修
行
。

(
及
果
上
)
依
正
二
報
。
今
経
付
彼
依
正
之
説

(
即
就
彼
経
所
説
依
正
)
云
此
十
三
観
。

故
知
。
寿

(経
是
)
前
観

(此
経
是
)
後
也
。

こ
の
対
照
に
よ
る
と
第

一
の
推
理
は
、

『観
無
量
寿
経
釈
』

の
文
証
と
理
証
を
ふ
ま
え
た
説
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『
観
無
量
寿
経
釈
』
は
こ
の
説
を
ふ
ま
え
て
、
さ
ら
に

「
来
意
」

の
な
か
で

「既
彼
経
前
此
経
後
也
。
依
之
可
有
来
意
。
彼

(
寿
経
)

雖
説
仏
因
果

(能
化
弥
陀
修
因
感
果
)。

未
説

(
所
化
)
行
者
修
因
感
果
。

故
次

(弥
陀
)
仏
修
因
感
果
。

(説
)
行
者
修
因
感
果
来

(
也
)
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
第
二
の

「仏
身
観
中
念
仏
衆
生
之
理
」
は
、

『
観
無
量
寿
経
』
に
念
仏
の
行
相
を
詳
説
し
な
い
所
以
を
、

『
無
量
寿
経
』
に
は

念

仏
に
関
し
て
七
箇
所
に
わ
た
っ
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て

「寿
前
観
後
」
説
を

導

き
だ
し
て
い
る
。
こ
の
第
二
の
推
理
は

『観
無
量
寿
経
釈
』
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
か
の
本
願
念
仏
に
関
す
る
経
説
を
七

箇
所
に
見
出
す
こ
と
は
、

既
に

『
逆
修
説
法
』
五
七
日
の
条
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。

し
て
み
る
と
第
二
の
推
理
は
、

『
逆
修
説

法
』

の

「説
念
仏
往
生
文
有
七
処
」
と
い
う
説
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

二
七



仏
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二
八

そ
の
第
三
の

「法
蔵
比
丘
四
十
八
大
願
等
之
理
」
を
、

『観
無
量
寿
経
釈
』
に
示
さ
れ
る
寿
前
観
後
説
の
文
証
第

一
・
第
二
と
対
比

す
る
な
ら
ぽ
左
記
の
ご
と
く
で
あ
る
。

〔か
こ
み
の
部
分
〕

三
法
蔵
比
丘
之
理
者

第
七
観
終
云
。
是
本
法

蔵
比
丘
願
カ
所
成
。

中
品
下
生
之
中
又
云
。

亦
説
法
蔵
比
丘
四
十
八
大
願
。

若
法
蔵
因
名
六
八
願
事

不
説
于
前
。
云
何
能
直
云
法
蔵
比
丘
四
十
八
大
願
也
。

以
此
等
理
而
推
験
之
。
寿
前
観
後
正
是
明
矣
。

〔観
無
量
寿
経
釈
〕

一
華
座
観
文
云
法

蔵
比
丘
願
カ
所
成
。

今
依
此
文
。
前
寿
経
説
彼
願
。
今
指
彼
云

願
カ
所
成
。
故
知
。
寿
経
前
此
経
後
也
。

二
中
輩
下
生
文
云
阿
難
白
仏

法
蔵
比
丘
四
十
八
大
願
云
々

(
其
義
同
上
)。

こ
の
対
照
に
よ
る
と
第
三
の
推
理
は
、

『観
無
量
寿
経
釈
』
に
示
さ
れ
る
文
証
第

一
と
第
二
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

か
か
る

『無
量
寿
経
』
と

『観
無
量
寿
経
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
説
時
を
め
ぐ
る
法
然
の
見
解
は
、
彼
の
浄
土
三
部
経
観
の

一
端
を
示
す
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
思
い
切
り
よ
く
削
除
に
ふ
み
き

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
十
二
章
私
釈



段

の
な
か
、
第
三
問
か
ら
始
ま
る
課
題
は
第
四
間
ま
で
つ
ら
な
り
、
今
と
り
あ
げ

て
い
る
寿
前
観
後
説
を
説
く
五
百

七
十
七
字
の
直
前

の

「今
定
散
為
廃
而
説
。
念
仏
三
昧
為
立
而
説
」
と
い
う
文
で
、
そ
の
解
答
に
終
止
符
を
打

っ
て
い
る
。
こ
の
二
問
答
は
定
散
の
諸
行

を
廃
し
、
念
仏
の

一
行
を
立
て
る
こ
と
を
骨
子
と
し
て
い
る
が
、
要
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
行
か
、
非
本
願
行
か
に
よ

っ
て
廃
立
を
決
し

て

い
る
の
で
あ
る
。
言
う
な
ら
ば
既
に
廃
立
に
つ
い
て
は
論
じ
つ
く
さ
れ
て
い
る
の
に
拘
ら
ず
、
今
さ
ら

「
重
不
説
」

の
理
由
を
追
究

し
て
み
て
も
意
義

の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、

寿
前
観
後
説
自
身
に
意
義
が
な
い
と
い
う
の
で
な
く
、

そ
う
し
た
こ
と

を
問
い
か
け
る
こ
と
自
身
が
、
廃
立
義
に
ど
れ
だ
け
役
立

つ
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
廃
立
は
説
時
の
前
後

に
よ
っ
て
決
せ
ら
る

べ
き
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
説
時
の
前
後
を
問
う
こ
と
自
身
を
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら

ば
、
こ
の
五
百
七
十
七
字
を
削
除
す
る
に
至

っ
た
こ
と
を
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

nV

師
資

相
承

説

の
追

加

挿
入

に

つ
い
て

匸

第

一
章
私
釈
段
に
師
資
相
承
説
を
追
加
挿
入
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
法
然
が

『
選
択
集
』
を
執
筆
す
る
当
初
に
お
い
て
、
そ
の

こ
と
を
言
及
す
る
意
図
が
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
法
然
が

『
選
択
集
』
執
筆
の
時
期
に
、
浄
土
宗
師

資

相
承
に
関
す
る
独
自
な
見
解
を
持

っ
て
い
な
か

っ
た
と
言
う
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

『
選
択
集
』
に
さ
き
だ

っ
て
行
わ
れ
た

『
逆
修
説
法
』
初
七
日
、
お
よ
び
五
七
日
の
条
に
、
既
に
こ
の
冊
子
綴
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
師
資
相
承
の
説
を
示
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

法
然
が
兼
実

の
懇
請
を
う
け
て

『選
択
集
』
を
撰
述
す
る
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
構
想
を
ね
り
、
目
次
を

つ
く
り
、
各
章
に
お
い
て
言

及
す
べ
き
内
容
を
吟
味
し
、
そ
の
論
旨
の
は
こ
び
に
つ
い
て
も
推
敲
を
か
さ
ね
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
師
資
相
承
の
説

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

二
九



仏
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を
追
加
挿
入
の
文
と
し
て
記
載
し
た
こ
と
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
撰
述
当
初
に
お
い
て
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
証

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
法
然
は

『選
択
集
』

撰
述
以
前
に
、

東
大
寺
に
お
い
て
浄
土
三
部
経
の
講
説
を
行

い

(
文
治
六
年
二

月
、
法
然
五
十
四
歳
)
、

ま
た
年
時
は
さ
だ
か
で
な
い
が
門
弟
安
楽
房
遵
西
の
父
外
記
禅
門
師
秀
の
た
め
に
逆
修
説
法

(
一
説
に
建
久

五
年
、
法
然
六
十
二
歳
と
す
)
を
行

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

『選
択
集
』
の
撰
述
に
あ
た
っ
て
そ
の
時
の
手
控
、
あ
る
い
は
筆
録

の
類
を
参
考
に
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
の
ち
に
言
及
す
る
ご
と
く
、

『
逆
修
説
法
』
に
は
あ
き
ら
か
に
浄
土
宗

に
お
け
る
師
資
相

承

の
説
を
述
べ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
撰
述
の
当
初
に
お
い
て
構
想

の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
考
る
こ
と
に
、
疑
問
を
い
だ

か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ぽ
、
実
際
執
筆
の
任
に
あ
た
っ
た
安
楽
房
遵
西
が
、
法
然
か
ら
指
示
さ
れ
て
い
た

師
資
相
承
説
を
は
や
ま

っ
て
と
ば
し
て
、
第
二
章

の
標
目
を
書
き
お
わ

っ
た
の
で
、
仕
方
な
く
追
加
挿
入
の
形
式
を
と

っ
た
と
判
断
せ

ざ

る
を
得
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
の
説
も
単
な
る
想
定
で
あ
る
か
ら
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
い
ず
れ
と
も
決
し
難
い
の
で
諸
賢
の
ご
判

断

に
委
ね
た
い
と
思
う
。

と
も
あ
れ
、
そ
う
し
た
意
図
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
師
資
相
承
説
を
挿
入
し
得
る
内
容
的
素
地
が
、
追
加
挿
入
文

の
直
前
の
文
章
に
見

出

し
得
る
こ
と
は
さ
だ
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
若
浄
土
門
有
二其
志
一者
。
須
下
棄
二聖
道
一応
帰
申
於
浄
土
上」
と
言

い
、
続
い
て
例
せ

ば
と
し
て
曇
鸞

.
道
綽
の
捨
聖
帰
浄
を
指
摘
し
て
、

「上
古
賢
哲
猶
以
如
此
。
末
代
愚
魯
寧
不
レ遵
レ
之
哉
」
と
結
ん
で
い
る
。
し
か
ら

ば

こ
の
捨
聖
帰
浄
す
べ
し
と
い
う
こ
と
と
、
浄
土
宗
に
師
資
相
承
が
既
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
な
る
点

で
結
び

つ
く
の
で

あ

ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
に
関
す
る
発
想
は
、
夙
に

『逆
修
説
法
』
初
七
日
の
条
と
五
七
日
の
条
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
初
七
日
の

条

に
よ
る
と

「
立
二宗
名
一者
。
天
台
法
相
等
諸
宗
。
皆
由
二師
資
相
承
囎
然
浄
土
宗
既
有
二師
資
相
承
血
脈
次
第
こ



と
述
べ
、
浄
土
宗
の
宗
名
が
た
て
ら
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
背
景
に
そ
の
宗

の
師
資
相
承
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
表
示
し
て
い
る
。

ま
た
五
七
日
の
条
に
は

「
今
欣
二浄
土
一人
。
可
レ学
二
此
宗
祖
師
一也
。
然
浄
土
宗
師
資
相
承
有
二
説
。」

と
述
べ
、
浄
土
を
欣
求
す
る
人
は
、
浄
土
宗
の
祖
師
の
導
き
を
仰
ぐ
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
表
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
二

つ
の
考
え
が
、

『選
択
集
』
撰
述
以
前
の
法
然
に
既
成
し
て
い
た
こ
と
を
等
閑
視
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
浄
土
門
に
志

の
あ
る
者
は
捨
聖
帰
浄
す
べ
し
と
い
う
こ
と
と
、
浄
土
宗
の
師
資
相
承
説
と
の
結
び
つ
き
は
、
既
に

『逆
修
説
法
』

に
お
い
て
表
示
さ

れ
て
い
た
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
ら
ば
法
然
は

『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
、
い
か
な
る
師
資
相
承
の
説
を
開
陳
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
初
七
日

の
条
に
よ
る
と
、
さ

き

の
引
用
文
に
続

い
て

「
所
謂
菩
提
流
支
三
蔵
、
恵
寵
法
師
、
道
場
法
師
、
曇
鸞
法
師
、
法
上
法
師
、
道
綽
禅
師
、
善
導
禅
師
、
懐
感
禅
師
、
少
康
法
師

等
也
。
自
二菩
提
流
支
一至
二法
上
一者
。
出
二道
綽
安
楽
集
一〇

自
他
宗
人
師
既
名
二浄
土

一
宗
つ
浄
土
宗
祖
師
又
次
第
相
承
。
依
レ之

今
相
伝
名
二浄
土
宗
一者
也
。
然
不
レ知
二
此
旨
一之
輩
未
四曾
聞
三
八
宗
外
有
ご浄
土
宗
一等
難
破
事
候
者
。
聊
申
開
候
也
」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
る
に
五
七
日
の
条
に
は
、
初
七
日
の
条
で
示
し
た
師
資
相
承
説
を
二
説
に
分
け
、
冊
子
綴
に
お
い
て
追
加
挿
入

さ
れ
た
師
資
相
承
説
に
も

っ
と
も
近
い
か
た
ち
で
述
べ
て
い
る
。
今
両
説
を
比
較
対
照
し
て
表
す
な
ら
ば
左
記
の
ご
と
く
で
あ
る
。

『逆
修
説
法
』

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

『冊
子
綴
本
』

如
二聖
道
家
血
脈

一浄
土
宗
亦
有
二

血
脈
つ
但
於
二
浄
土

一
宗
一諸
家
又

一三
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然
浄
土
宗
師
資
相
承
有
三
一説
一。

如
二安
楽
集
一者
出
二菩
提
流
支
、
恵

寵
法
師
、
道
場
法
師
、
曇
鸞
法
師
、

斉
朝
法
師
、
法
上
法
師
等
六
祖
一

今
此
五
祖
者
。
先
曇
鸞
法
師
、
道

綽
禅
師
、
善
導
禅
師
、
懐
感
禅

師
、
少
康
法
師
等
也
。

三
二

不
レ
同
。
所
謂
廬
山
慧
遠
法
師
。
慈

愍
三
蔵
。
道
綽
善
導
等
是
也
。

今
且
依
道
綽
善
導
之

一
家
一

論
二
師
資
相
承
血
脈
一者
。
此
亦
有
二両
説
つ

一
者
菩
提
流
支
三
蔵
、
慧
寵
法
師
、

道
場
法
師
、
曇
鸞
法
師
、
大
海
禅
師
、

法
上
法
師
貍

黜

二
者
菩
提
流
支
三
蔵
、
曇
鸞
法
師
、

道
綽
禅
師
、
善
導
禅
師
、
懐
感
禅

頃

□
□
法
師
耙
黠

唐

こ
の
対
照
表
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
追
加
挿
入
さ
れ
た
師
資
相
承
説
に
は
、

『逆
修
説
法
』
に
お
い
て
言
及
さ
れ
な
か

っ
た

廬
山
慧
遠
法
師
、
慈
愍
三
蔵
の
両
家
が
、
道
綽

・
善
導
家
の
外
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
道
綽

・
善
導
の

一
家
の
師
資
相
承
説

は

『
逆
修
説
法
』
の
説
に
等
し
い
が
、
そ
の
第
二
説
の
典
拠
を
示
し
て
い
る
点
に
お
い
て
よ
り

一
層
整

っ
て
い
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ

う
。

し
か
ら
ば

『選
択
集
』

に
見
ら
れ
る
相
承
観
は
、

い
っ
た
い
如
何
な
る
意
義
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

法
然
は
文
治
六

(
一
一
九
〇
)
年
、
五
十
八
歳
の
と
き
、
東
大
寺
再
建
大
勧
進
職
の
俊
乗
房
重
源
の
懇
請
に
こ
た
え
て
東
大
寺
に
お

い
て
、
浄
土
三
部

経

の
講
説
を
行

っ
た
。
そ
の
初
日
に
あ
た
る
二
月

一
日
こ
こ
ろ
み
た

『阿
弥
陀
経
』
の
講
釈
を
結
ぶ
に
あ
た

っ
て

「
爰
於
二善
導
和
尚
往
生
浄
土
宗
一者
。

雖
レ
有
二経
論
一無
レ人
二於
習
学
一℃

雖
レ
有
一一疏
釈
一無
レ倫
二鑚
仰
一。

然
則
無
レ
有
二相
承
血
脈



法
嚇
非
二面
授
口
決
儀
⑩
唯
浅
探
二仏
意
一疎
窺
二聖
訓
燈
任
一一三
昧
発
得
之
輩
嚇
宣
一二

分
往
生
之
義
鴨
愚
見
誠
不
レ敏
。
深
理
何
可
レ

当
之
哉
。
何
况
雖
レ
有
二章
疏
一魚
魯
易
レ迷
。
雖
レ有
二疏
釈
一文
字
難
レ
見
。

不
レ遇
一一善
導
一者
決
智
難
レ
生
。

不
レ訪
二
唐
方
一者
遺
訓

難
レ
了
L

(『
阿
弥
陀
経
釈
』
)

と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
相
承
観
は
、

「無
レ有
二相
承
血
脈
法
つ
非
二面
授

口
決
儀
」
と
か
、
「
不
遇
善
導
者
」
と
い
う
表

現

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

法
然
自
身
、

直
接
善
導
か
ら
法
門
の
奥
義
を
授
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、

反
面
、

「唯
浅
探
二
仏
意

一疎
窺
二
聖
訓
ゆ
任
三
二
昧
発
得
之
輩
つ
宣
一二

分
往
生
之
義

こ

と
い
う
よ
う
に
、
善
導
の
遺
文
を
と
お
し
て
そ
の
釈
義

を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
な
か
、
前
者
は
所
謂
面
授
相
承

.
直
受
相
承
、
あ
る
い
は
次
第
相
承
と
い
う
概
念
に
基

づ

い
て
述
べ
た
の
に
た
い
し
て
、

後
者
は
経
巻
相
承
と
い
う
概
念
に
基
づ

い
て
述
べ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ

う

に
考
え
る
な
ら

ば
、
こ
の
当
時
法
然
は
二
つ
の
相
承
観
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

法
然
は
そ
の
後
、
道
綽
の

『
安
楽
集
』
第
四
大
門
に
示
さ
れ
て
い
る
六
大
徳
相
承
説
や
、
道
宣
の
編
に
な
る

『続
高
僧
伝
』
、
お
よ
び

賛
寧
の
編
に
な
る

『宋
高
僧
伝
』
の
な
か
か
ら
、
菩
提
流
支
三
蔵
以
下
の
九
師
、
あ
る
い
は
六
師
、
五
師
を
掲
げ
て
、
そ
の
間
に
師
資

相
承
の
関
係
を
認
め
る
に
至

っ
た
の
が

『
逆
修
説
法
』

の
説
で
あ
り
、
そ
れ
を
継
承
し
た
の
が

『
選
択
集
』

の
師
資

相
承
説
で
あ
る
。

今

『逆
修
説
法
』
初
七
日
に
示
さ
れ
る
師
資
相
承
説
を
み
る
に
、
菩
提
流
支
三
蔵
以
下
の
九
師
を
列
記
し
、
「自
他
宗
人
師
。
既
名
二浄

土

一
宗
噸
浄
土
宗
祖
師
又
次
第
相
承
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
九
師
の
な
か
い
ず
れ
の
師
を
も

っ
て
浄
土
宗
の
祖
師
と
み
な
す
か
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、
五
七
日
の
条
に
よ
る
と
二
種
の
師
資
相
承
説
の
な
か
、
浄
土
五
祖
説
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
、

「浄
土

宗
祖
師
」

と
は
鸞

・
綽

・
導

・
感

・
康

の
五
師
で
あ
り
、

そ
の
五
師
は
す
べ
て
面
授
相
承
に
よ
っ
て
連

っ
て

い
る

と
受
け
と
め
て
い

た
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
を
さ
き

の

『阿
弥
陀
経
釈
』
に
関
連
さ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
法
然
自
身
は
善
導
の
遺
文

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

三
三
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三
四

を
と
お
し
て
浄
土
法
門
を
継
承
し
た

(経
巻
相
承
)
が
、
そ
れ
は
面
授
に
よ
る
次
第
相
承
で
は
な
い
。
し
か
し
中
国

の
浄
土
五
祖
に
は

一
貫
し
て
師
資
の
間
に
、
次
第
相
承
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
た
と
言

っ
て
よ
い
。
初
七
日
の
条
に
限
ら
ず

法
然
が
示
し
た
浄

土
宗

の
師
資
相
承
説
に
は
、
中
国
の
祖
師
の
名
を
列
記
し
て
い
る
が
、
ど
こ
に
も
法
然
自
身
の
名
を
記
載
し
て
い
な

い
。
し
か
し
浄
土

宗

の
師
資
相
承
を
示
す
も
の
で
あ
る
限
り
、
浄
土
宗
を
ひ
ら
い
た
こ
と
を
自
負
す
る
法
然
を
入
れ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
法
然
も
ま

た
、
自
分
自
身
は
善
導
か
ら
浄
土
の
法
門
を
受
け
た
者
で
あ
る
、
と
い
う
確
信
に
た

っ
て
浄
土
宗
の
師
資
相
承
説
を
打
ち
た
て
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
初
七
日
の
条
に
示
さ
れ
る
相
承
観
に
は
二
つ
の
面
が
あ
る
。
そ
の

一
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
善
導

・
法
然
の
間
に
お
け

る
師
資
相
承
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
。

そ

の
二
は
今
指
摘
し
た
前
提
の
上
に
中
国
浄
土
五
祖
の
次
第
相
承
を
表
示
し

た
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て

『
阿
弥
陀
経
釈
』
に
お
い
て
、

「無
レ有
二相
承
血
脈
法
つ
非
二面
授

口
決
儀
こ

と
い
う
観
点
の
陰

に
か
く
さ
れ
て
、

お
も
て
だ

っ
て
い
な
か

っ
た

「唯
浅
探
一一仏
意
一疎
窺
二
聖
訓
つ

任
三
二
昧
発
得
之
輩
つ
宣
一二

分
往
生
之
義
」
と
い
う
観
点
を
お
も
て
に

立

て
、
そ
こ
に
腰
を
す
え
て
師
資
相
承
説
を
開
陳
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
う
言

っ
た
観
点
に
た
っ
て
、
こ
と
新
し
く
中
国
浄
土
五

祖
に
次
第
相
承
の
あ
る
こ
と
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
所
以
は
、

「未
四曾
聞
三
八
宗
外
有
二浄
土
宗
一等
難
破
事
候
者
。
聊
申

開
候
也
」
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
す
な
わ
ち
法
然
が
交
治
六
年

の
東
大
寺
に
お
け
る
浄
土
三
部
経
の
講
説
以
降
、
建
久
九
年
の

『選

択
集
』
撰
述
開
始
以
前
の
期
間
に
お
い
て
、

「法
然
は
浄
土
宗
を
ひ
ら
い
た
と
言
う
が
、
浄
土
宗
に
は
師
資
相
承
が
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、

一
宗
を
ひ
ら
き
立
て
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
」
、

と
い
う
既
成
仏
教
の
側
か
ら
の
非
難
が
行
わ
れ
て
い
た
の
を
受
け
て
、

そ
の
事

実
無
根
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
べ
く
、
次
第
相
承
の
説
を
打
ち
だ
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
法
然
は
五
七
日
の
条
に
お
い
て
、
浄
土

五
祖
の
師
資
相
承
を
裏
づ
け
る
物
的
証
拠
と
も
考
え
ら
れ
る
浄
土
五
祖
図
を
説
明
す
る
に
あ
た

っ
て
、
よ
り
整

っ
た
師
資
相
承
説
を
示



し
、

つ
い
で
五
祖
の
伝
を
記
載
し
て
い
る
。

つ
ま
り
五
七
日
の
条
に
お
い
て
法
然
は
、
「
先
為
レ報
二恩
徳
つ
次
見
レ
賢
思
二斉
等
事
こ

と

い
う
五
祖
図
に
た
い
す
る
態
度
を
示
し
、
浄
土
宗
存
立
の
根
拠
と
も
い
う
べ
き
師
資
相
承
を
示
し
、

つ
い
で
そ
れ
ら
五
祖
の
伝
を
述
べ

て

い
る
。

こ
の
伝
記
を
見
る
と
き
、
初
七
日
の
条
に
お
い
て
示
さ
れ
た
次
第
相
承
、
浄
土
五
祖
は
す
べ
て
面
接

口
決

に
よ
る
相
伝
を
受

け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
が
た
い
記
事
に
遭
遇
す
る
。

そ
れ
は
曇
鸞
と
道
綽
と
の
間
に
お
け
る

「見
卞
曇
鸞
法
師
乗
一一七
宝
船
一

来
申
空
中
上
」
と
い
う
記
事
で
あ
り
、

今

一
つ
は
少
康
の
伝
に
み
ら
れ
る

「詣
二長
安
善
導
和
尚
影
堂
つ
見
二善
導
真
像
一者
。

化
作
二仏

身

一告
二少
康
一言
」

と
い
う
記
事
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
は
生
身
の
師
匠
と
生
身

の
弟
子
と
の
問

の
こ
と
を
伝
え

る
も
の
で
な
く
、

生
身
の
弟
子
の
宗
教
感
情
の
上
に
展
開
さ
れ
た
師
資
の
関
係
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
次
第
相
承
と
い
う
概
念
か
ら
は
み
で
て
い
る
こ
と

は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
法
然
が
夢
中
に
お
い
て
善
導
と
対
面
し
た
と
い
う
類
で
あ

っ
て
、

い
わ
ゆ
る
超
越
相
承
と
い
う
べ

き

で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
浄
土
五
祖
の
師
資
相
承
に
は
、
次
第
相
承
と
超
越
相
承
と
の
二
つ
が
入
り
ま
じ
っ
て

い
る
と
言
わ
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
法
然
は
、
自
分
自
身
の
名
を
記
載
し
な
か
っ
た
が
、
自
分
は
善
導
か
ら
相
承

を
受
け
た
者
で
あ

る
と
い
う
確
信
を
基
礎
と
し
、
そ
の
上
に
師
と
仰
ぐ
善
導
の
前
後
に
位
置
す
る
祖
師
に
、
こ
の
よ
う
な
師
資
相
承
が
あ
る
こ
と
を
明
示

す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
つ
か
ら
が
ひ
ら
い
た
浄
土
宗
が
、
中
国
に
伝
承
を
も

つ
一
宗
で
あ
る
こ
と
を
納
得
せ
し
め
よ
う
と
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に

『
逆
修
説
法
』
に
示
さ
れ
る
相
承
説
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て

『選
択
集
』
に
示
さ
れ
る
浄
土
宗
の
師
資
相
承
血
脈
譜
に
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
意
義
を
認
む
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
さ
き
に

示

し
た

『逆
修
説
法
』
所
説
を
継
承
し
、
そ
れ
を
よ
り
整

っ
た
か
た
ち
で
表
示
し
た
こ
と
以
外
に
、
こ
れ
と
い
っ
た
特
筆
さ
る
べ
き
意

義

は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
は

「如
一一聖
道
家
血
脈
℃
浄
土
宗
亦
有
二血
脈
つ
但
於
二浄
土

一
宗
一諸
家
又
不
レ
同
。
所
謂
廬
山
慧
遠
法
師
。

慈
愍

三
蔵
。

道
綽
善
導

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

三
五
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等
是
也
。
今
且
依
二道
綽
善
導
之

一
家
℃
論
二師
資
相
承
血
脈
一者
。
此
亦
有
二
両
説

一L

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
中
国
の
浄
土
教
に
は
道
綽
善
導
の
系
統
以
外
に
、
思
想
的

・
実
践
的
に
色
わ
け
し
得
る
系
統
が
、
二
つ
あ

る

こ
と
を
指
摘
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
法
然
の
中
国
浄
土
教
に
関
す
る
研
究
の
成
果
で
あ
る
ぼ
か
り
で
な
く
、

『逆
修
説
法
』
の
相
承

説

に
見
出
せ
な
い
特
色
で
あ
る
。
道
綽
善
導
系
統
を
、
廬
山
慧
遠
や
慈
愍
三
蔵
の
浄
土
教
と
比
較
し
て
得
ら
れ
る
特
色
づ
け
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
な
い
が
、
そ
う
し
た
比
較
を
ふ
ま
え
て

「道
綽

・
善
導
之

一
家
」

の
相
承
を
示
し
た
こ
と
に
、
重
大
な
意
義
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
今

一
つ
等
閑
視
し
得
な
い
こ
と
は
、

『逆
修
説
法
』
に
師
資
相
承
説
を
登
場
せ
し
め
た
意
図
、
す
な
わ
ち

一
に
は
非
難

に
た
い
す
る
弁
明
、
二
に
は
五
祖
図
の
説
明
と
は
違

っ
た
意
図
を
持

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
宗

の
師
資
相
承
説
が

挿
入
さ
れ
た
第

一
章
は
、
聖
道

.
浄
土
二
門
を
あ
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
二
門
判
は
浄
土
宗
の
立
場
か
ら
み
た

一
大

仏
教
の
分
判
で
あ
る
。
そ
う
し
た
二
門
判
を
成
立
せ
し
め
る
立
場
で
あ
る
浄
土
教

の
伝
承
を
表
示
し
た
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
わ
け
で

あ
る
。

む

、す

び

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
を
親
し
く
閲
覧
す
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
の
で
、
切
り
と
り
、
剥
ぎ
と
り
の
事
実
、
白
紙
の
あ
る
こ
と
、
白
紙
の

利
用
等
を
冊
子
綴
の
現
状
を
紹
介
し
な
が
ら
、
か
つ
て
榊
氏
が
な
げ
か
け
ら
れ
た
問
い
に
答
え
、
あ
る
い
は
推
測
さ
れ
た
説
の
当
否
を

考

え
、
さ
ら
に
浄
土
宗
師
資
相
承
に
関
す
る
長
文
を
追
加
挿
入
し
た
こ
と
に
つ
い
て
私
見
を
開
陳
し
た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
冊
子
綴
本

を
も

っ
て
素
稿
本
に
た
い
し
て
、
第

一
次
稿
本
と
す
る
榊
氏
説
に
讃
意
を
表
し
得
な
い
こ
と
は
、
既
に
指
摘
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
も

し
か
り
に
東
大
寺
に
お
け
る
浄
土
三
部
経
講
説
や
逆
修
説
法
を
行

っ
た
時
の
手
控
え
、
あ
る
い
は
筆
録
が
、
こ
の
冊
子
綴
本
の
成
立
に



寄
与
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
三
部
経
の
釈
に
限

っ
て
、

『
選
択
集
』

の
文
に
よ

っ
て
改
め
ら
れ
る
以
前
の
も
の

を
指
す
)
そ
う
い
っ
た
点
で
、
そ
れ
ら

『選
択
集
』

の
成
立
に
先
だ

っ
て
既
存
し
て
い
た
資
料
に
素
稿
本
と
い
う
名
称
を
与
え
る
の
で

あ
れ
ば
、
さ
ら
さ
ら
異
論
の
あ
ろ
う
は
ず
な
い
わ
け
で
あ
る
。

な
お
冊
子
綴
本
に
つ
い
て
の
問
題
は
こ
の
外

に
も
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
る
が
、
後
日
に
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

(
一
九
七
八
年
十

一
月
三
十
日
擱
筆
)

廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題

三
七




