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─ 1 ─

　

ま
た
、
現
浄
土
宗
布
教
師
会
の
理
事
長
も
お
務
め
で
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
て
、
横
浜
蓮
勝
寺
の
ご
住
職
で
あ
ら
せ
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
柴
田
先
生
に
ご
講
演
を
賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
先

生
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。（
拍
手
）

　
柴
田　

た
だ
い
ま
大
そ
れ
た
ご
紹
介
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し

た
柴
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

大
正
大
学
の
講
壇
に
立
た
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
は
、
も
う
12
年

ぶ
り
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
先
ほ
ど
京
都
の
堀
先
生
と
一
緒
に
地
下
鉄

を
上
が
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
方
角
を
間
違
え
ま
し
て
と
ん
で
も
な

い
と
こ
ろ
へ
行
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
、
や
っ
と
バ
ッ
ク
し
て
ま
い
り
ま

し
て
、
校
門
に
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
司
会　

そ
れ
で
は
、
講
師
の
柴
田
哲
彦
先
生
の
紹
介
を
、
当
大
会

実
行
副
事
務
局
長
で
ご
ざ
い
ま
す
粂
原
恒
久
よ
り
ご
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　
粂
原　

柴
田
先
生
の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

先
生
は
、
増
上
寺
の
璽
書
道
場
の
教
誡
師
を
お
務
め
で
ご
ざ
い
ま

す
。
ま
た
、
元
大
本
山
光
明
寺
布
教
師
会
長
、
そ
し
て
、
元
大
正
大

学
浄
土
学
の
講
師
も
お
務
め
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
浄

土
宗
聖
典
で
は
、
副
編
集
長
と
し
て
特
に
伝
法
関
係
を
ご
指
導
い
た

だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
平
成
16
年
の
第
50
回
総
合
学
術
大
会

で
は
「
私
の
共
生
に
つ
い
て
の
理
解
と
実
践
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ご

議
論
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
パ
ネ
ラ
ー
を
お
務
め
い
た
だ
い
た
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。

基
調
講
演

　

五
重
相
伝
に
つ
い
て

柴
田
哲
彦



─ 2 ─

廉
上
人
に
お
願
い
を
い
た
し
ま
し
て
、
受
者
百
三
十
数
名
と
い
う
こ

と
で
行
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
と
き
私
は
、
小
学
校
の
3
年
生
で
ご
ざ
い
ま
し
た
、
も
ち
ろ

ん
伝
法
道
場
に
は
入
れ
て
は
い
た
だ
け
ま
せ
ん
し
、
下
働
き
の
こ
と

も
邪
魔
だ
と
い
う
よ
う
な
く
ら
い
の
状
況
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
よ
う
な
中
で
、
檀
信
徒
の
方
々
が
大
勢
さ
ん
集
ま
っ
て
、

そ
し
て
、
大
き
な
声
で
お
念
仏
を
称
え
て
、
立
っ
た
り
座
っ
た
り
、

礼
拝
を
な
さ
っ
て
、
そ
し
て
、
勧
誡
を
聴
聞
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

非
常
に
感
動
さ
れ
て
会
所
の
ほ
う
へ
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
。
一
体
こ
れ

は
何
な
ん
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

先
だ
っ
て
、
7
月
22
日
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
、
皆
既
日
食
が
大
変

話
題
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
5
月
9
日
、

北
海
道
礼
文
島
で
皆
既
日
食
が
あ
っ
た
。
間
違
い
な
い
か
ど
う
か
、

こ
の
前
、
北
海
道
の
先
生
に
問
い
合
わ
せ
を
い
た
し
ま
し
た
。
松
岡

先
生
が
、
間
違
い
な
い
で
す
よ
、
礼
文
島
で
昭
和
23
年
5
月
9
日
に

あ
り
ま
し
た
よ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
た
。
そ
の
ち
ょ
う
ど
1
カ

月
前
ぐ
ら
い
に
五
重
相
伝
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
私
は
記
憶
し

て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

な
ぜ
そ
れ
を
今
ご
紹
介
申
し
上
げ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
だ
ん
だ

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
で
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
研
究
機
関
か
ら
大
分

遠
ざ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
総
合
学
術
大
会
に
ご
参
加
の
諸
先
生
の
前

で
お
話
し
で
き
る
よ
う
な
内
容
は
全
く
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
立
場
上
、
せ
っ
か
く
布
教
師
会
が
多
年
に
わ
た
り
ま
し

て
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
願
望
し
て
お
り
ま
し
た
、
五
重
相
伝
と
い
う

こ
と
に
テ
ー
マ
が
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
立
場
上
と
い
う
こ
と
も
ご

ざ
い
ま
し
て
、
私
が
基
調
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
な

こ
と
に
相
成
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

1
時
間
半
ほ
ど
と
い
う
こ
と
を
承
っ
て
お
り
ま
す
が
、
全
く
内
容

は
伴
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
の
共
通
テ
ー
マ
に
か
か
わ
る
よ
う
な

冒
頭
の
取
っ
か
か
り
の
話
と
し
て
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
は

な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
っ
て
お
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
私
が
五
重
相
伝
に
関
心
を
持
た
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、

実
は
か
な
り
前
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
昭
和
23
年
、
戦
後
間
も

な
い
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
私
ど
も
の
自
坊
で
、
先
代
の
住
職

の
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
五
重
相
伝
を
戦
後
3
年
目
に
し
て
開

筵
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
と
き
伝
灯
師
に
、
お
そ
れ
多
く
も
椎
尾
大
僧
正
に
お
下
が
り

を
い
た
だ
く
、
そ
し
て
、
勧
誡
を
鎌
倉
の
大
本
山
光
明
寺
の
、
現
在

ご
法
主
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
宮
林
台
下
の
お
じ
い
様
で
、
宮
林
大
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ん
と
1
日
、
2
日
、
3
日
と
進
み
ま
し
て
、
5
日
目
に
入
っ
た
。
午

前
中
に
要
偈
道
場
が
、
そ
し
て
午
後
に
密
室
道
場
と
い
う
よ
う
な
と

こ
ろ
ま
で
来
た
わ
け
で
す
。
ち
ょ
う
ど
要
偈
が
始
ま
る
直
前
で
ご
ざ

い
ま
し
た
、
椎
尾
大
僧
正
が
ご
到
着
に
な
ら
れ
た
。
み
ん
な
と
に
か

く
合
掌
の
う
ち
に
、
念
仏
の
大
合
唱
の
中
に
お
迎
え
を
し
た
も
の
で

す
。　

そ
ん
な
中
で
、
粛
々
と
要
偈
道
場
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
、
受

者
一
同
、
白
道
を
通
っ
て
、
会
所
の
ほ
う
に
下
が
ら
れ
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
白
道
を
お
渡
り
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

全
員
が
白
道
を
踏
み
終
わ
っ
て
会
所
に
帰
っ
た
。
そ
の
と
き
に
、
受

者
の
1
人
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、
突
然
そ
こ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
ま
さ
に
劇
的
だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
こ
に
西
城
宗
隆
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
西
城

先
生
が
昭
和
39
年
の
椎
尾
大
僧
正
の
璽
書
の
勧
誡
の
講
録
を
お
ま
と

め
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
そ
れ
が
載
っ
て
い
る
の
で
す
。

と
に
か
く
、
白
道
を
渡
り
終
わ
っ
て
、
ぱ
っ
た
り
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

が
亡
く
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
椎
尾
大
僧
正
を
初
め
、
受
者
1
3
5
名
の
方
々
が
一
斉

に
合
掌
で
お
念
仏
を
称
え
て
、
そ
し
て
そ
の
臨
終
を
見
守
っ
た
と
い

う
、
ま
さ
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
五
重
相
伝
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。

　

そ
の
と
き
に
、
小
学
校
の
3
年
で
あ
り
ま
し
た
私
で
も
ご
ざ
い
ま

す
が
、
非
常
に
生
涯
心
に
刻
ま
れ
る
よ
う
な
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で

す
。
長
じ
ま
し
て
、
だ
ん
だ
ん
と
中
学
、
高
校
、
大
学
、
大
学
院
と

い
う
よ
う
に
ご
厄
介
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
終
始
一
貫
、

五
重
相
伝
と
い
う
の
が
私
の
脳
裏
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の

で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
五
重
相
伝
の
直
前
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
私
事
で

大
変
恐
縮
で
す
が
、
伯
母
が
突
然
他
界
を
し
た
の
で
す
。
当
時
ま
だ

医
療
が
十
分
な
時
代
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
2
～
3
日
前
ま
で
元
気

で
お
っ
た
お
ば
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

14
年
間
子
供
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
私
を
我
が
子
の
よ

う
に
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
て
い
た
伯
母
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
そ
の

伯
母
が
突
然
他
界
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
幾
ら
声
を
か
け
て
も
答

え
が
返
っ
て
こ
な
い
。
何
で
人
間
は
死
ぬ
の
だ
ろ
う
。
非
常
に
私
も

そ
の
当
時
、
疑
問
に
思
っ
た
の
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
ま
だ
ま
だ
戦
後
の
混
乱
の
こ
ろ
、
横
浜
で
も
土
葬
で
葬

っ
た
の
で
す
ね
。

　

そ
の
と
き
に
、
愛
知
県
の
豊
橋
の
寺
の
住
職
で
ご
ざ
い
ま
し
た
伯

父
に
、「
何
で
お
じ
ち
ゃ
ん
、
人
間
は
死
ん
で
、
伯
母
ち
ゃ
ん
は
土

の
中
に
入
っ
ち
ゃ
っ
て
、
ど
う
な
る
の
か
ね
」
と
聞
き
ま
し
た
。
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昭
和
50
年
、
今
か
ら
34
年
前
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
服
部
英
淳
先
生

当
時
、
主
任
教
授
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、「
君
ち
ょ
っ
と
、

お
れ
の
か
ば
ん
持
ち
を
し
て
行
っ
て
く
れ
な
い
か
、」
こ
う
い
う
お

話
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
九
州
の
福
岡
に
大
仏

大
圓
寺
さ
ん
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
波
多
野
先
生
の
お
宅
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
こ
こ
が
藤
井
正
雄
先
生
の
親
友
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
か
ら
ご
縁
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ

ち
ら
で
五
重
相
伝
が
開
筵
さ
れ
る
、
助
勧
誡
師
と
い
う
こ
と
で
、
1

コ
マ
か
2
コ
マ
お
ま
え
に
し
ゃ
べ
ら
せ
る
か
ら
、
と
に
か
く
来
い
よ
、

こ
う
言
っ
て
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
で
行
っ
た
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

何
を
し
ゃ
べ
っ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
と
に
か
く
1
～

2
席
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
、
毎
回
宿
が
西
鉄
グ
ラ

ン
ド
ホ
テ
ル
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
た
ね
。
そ
こ
へ
参
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
へ
帰
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
大
体
9
時
ご
ろ
か
ら
、
服
部
英

淳
先
生
の
ご
講
義
と
い
い
ま
す
か
、
予
習
、
復
習
が
始
ま
る
の
で
す

ね
。
大
体
、
平
均
し
ま
し
て
、
夜
の
2
時
ま
で
や
る
ん
で
す
ね
。
1

対
1
な
の
で
す
。
差
し
で
お
し
ゃ
べ
り
に
な
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
し
て
、
5
時
に
な
り
ま
す
と
、「
柴
田
君
、
も
う
5
時
だ
よ
、」

　

禅
宗
の
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
お
寺
の
住
職
で
す
が
、
そ
の
お
じ
が
、

子
供
の
質
問
と
も
思
え
な
い
よ
う
に
真
面
目
顔
に
な
り
ま
し
て
、
う

ー
ん
、
ど
う
な
の
か
な
、
体
は
腐
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
ろ
う
な
。
だ
け
ど
、

魂
は
お
浄
土
へ
、
極
楽
へ
行
く
ん
だ
ろ
う
な
と
、
極
楽
と
い
う
言
葉

を
使
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
。
あ
あ
、

そ
う
か
な
。

　

こ
れ
も
五
重
相
伝
と
リ
ン
ク
し
ま
し
て
、
生
涯
ず
っ
と
忘
れ
ら
れ

な
い
思
い
で
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
大
学
で
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
、
私
は

東
洋
哲
学
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
な

事
情
か
ら
大
正
大
学
で
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、

そ
し
て
、
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
教
学
院
理
事
長

の
丸
山
先
生
と
と
も
に
大
学
院
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
、

服
部
英
淳
博
士
か
ら
、
親
し
く
、
結
構
厳
し
く
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

先
輩
の
諸
先
生
、
も
ち
ろ
ん
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
小
澤

勇
貫
先
生
初
め
、
仏
教
学
の
佐
藤
密
雄
先
生
等
々
で
、
追
い
か
け
る

だ
け
が
精
い
っ
ぱ
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
ず
っ
と
五
重
相
伝
に
は
関
心
を
持
ち
つ
つ
あ
っ
た
の
で

ご
ざ
い
ま
す
が
。
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先
生
も
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
び
っ
ち
り
と
朝
か
ら
晩
ま

で
ご
講
義
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
ら
あ
た
り
が
、
私
、
つ
ら
つ
ら
と
考
え
て
み
ま
す
と
、
五
重

相
伝
に
関
心
を
持
た
せ
て
い
た
だ
い
た
一
番
の
原
点
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
よ
う
に
実
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
昨
今
、
見
ま
す
と
、
一
宗
挙
げ
て
五
重
相
伝
、
全
国
規

模
で
展
開
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
全
国
規
模
で
す
と
、
地
域
に
よ

っ
て
濃
淡
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
盛
ん
な
地
域
が
ご
ざ
い

ま
す
。
ま
た
、
そ
う
で
も
な
い
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
。
規
模
も
小

さ
い
の
も
大
き
い
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
が
か
つ
て
、
茨
城
の
水
海
道
の
報
国
寺
さ
ん
で
、
瀬
戸
さ
ん
の

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
勧
誡
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
な
ど
は
、
関
東
で
も
5
0
0
人
か
ら
受
者

が
あ
る
の
で
す
ね
。
幾
ら
11
間
四
面
の
巨
大
な
本
堂
で
も
、
5
0
0

人
は
入
り
切
れ
ま
せ
ん
。
瀬
戸
住
職
は
よ
く
考
え
ま
し
た
ね
。
昼
の

部
、
夜
の
部
、
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ら
れ
た
。

　

昼
の
勧
誡
を
終
わ
り
ま
す
と
、
ち
ょ
っ
と
一
休
み
し
ま
す
。
は
い
、

夜
の
部
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
と
呼
び
に
来
ら
れ
る
。
勧
誡
師
は
1
人
で

ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
2
回
や
っ
た
よ
う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

非
常
に
い
い
勉
強
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
う
い
う
体
験
も
ご
ざ

こ
う
や
っ
て
起
こ
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。
も
う
5
時
っ
た
っ
て
、
2
～

3
時
間
し
か
寝
て
な
い
の
に
と
い
う
感
じ
な
ん
で
す
。
と
に
か
く
た

た
き
起
こ
さ
れ
て
、
そ
し
て
ま
た
夕
べ
の
続
き
を
し
ゃ
べ
る
。
こ
れ

を
5
日
間
。
全
く
嫌
な
お
や
じ
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
今
つ
ら
つ
ら
と
思
い
ま
す
と
、
あ
の
服
部
英
淳
先
生
の

お
か
げ
で
、
五
重
相
伝
の
一
部
分
を
ち
ょ
っ
と
か
じ
れ
る
よ
う
な
感

じ
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
、
今

は
非
常
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
た
ま
た
ま
関
心
を
持
っ
た
そ
ん
な
と
き
に
、
こ

こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
丸
山
先
生
も
ご
一
緒
に
、
服
部
英
淳
先
生
が
毎

年
夏
の
、
8
月
1
日
に
な
る
ま
で
の
1
週
間
ぐ
ら
い
、
長
野
ゼ
ミ
と

い
う
の
を
や
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
そ
こ
で
1
週
間
、
集
中
講
義

を
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
い
い
講
義
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

と
に
か
く
、
そ
こ
へ
参
り
ま
し
て
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
勉
強

の
ほ
う
は
関
心
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
で
お

迎
え
を
し
て
く
だ
さ
る
服
部
英
淳
先
生
の
ご
家
族
、
奥
様
の
温
か
い

お
出
迎
え
、
い
ろ
い
ろ
な
対
応
。

　

そ
し
て
、
藤
井
正
雄
先
生
ご
夫
妻
が
い
つ
も
そ
こ
へ
帰
っ
て
こ
ら

れ
る
の
で
す
ね
。
そ
し
て
お
世
話
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

と
に
か
く
、
そ
こ
で
箇
条
伝
法
と
い
う
テ
ー
マ
で
1
週
間
、
丸
山
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そ
の
よ
う
な
体
験
も
し
ま
し
た
が
、
あ
の
南
米
の
開
教
区
は
、
受

者
は
近
い
と
こ
ろ
で
3
0
0
キ
ロ
ぐ
ら
い
、
遠
い
と
こ
ろ
は

3
0
0
0
キ
ロ
ぐ
ら
い
か
ら
お
い
で
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
み

ん
な
お
寺
に
お
泊
ま
り
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
し
た
が
っ
て
、

時
間
は
十
二
分
に
あ
る
ん
で
す
ね
。
大
体
、
朝
の
8
時
か
ら
夜
の
8

時
ぐ
ら
い
ま
で
で
き
ま
す
か
ら
、
非
常
に
集
中
講
義
的
な
勧
誡
が
で

き
る
と
い
う
の
で
、
こ
れ
も
い
い
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で

す
ね
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
ま
す
ま
す
関
心
だ
け
は
五
重
と
い
う
も

の
に
目
が
向
い
て
い
っ
た
わ
け
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
五
重
相
伝
と
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う

か
。
世
間
一
般
で
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
ま
す
と
、
な
か
な

か
お
も
し
ろ
い
も
の
で
す
ね
。
今
こ
こ
に
持
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、

『
広
辞
苑
』
の
第
5
版
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
五
重
相
伝
と
い
う
項
目
、

ち
ょ
っ
と
読
ま
せ
て
も
ら
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
に
お
け
る
宗
義
の
秘
奥
を
伝
え
る
儀
式
、
五
重
と
は
、
機
、

行
、
解
、
証
、
信
の
大
綱
で
、『
往
生
記
』、『
末
代
念
仏
授
手
印
』、

『
領
了
解
末
代
念
仏
手
印
鈔
』、『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』、
凝
思
十
念

の
五
書
、
凝
思
十
念
こ
れ
は
お
か
し
い
で
す
ね
。
を
、
師
が
口
ず
か

ら
伝
え
て
い
く
。
1
3
9
3
年
（
明
徳
4
年
）、
聖
冏
に
始
ま
る
。

　

こ
の
程
度
の
解
説
は
あ
る
ん
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
岩
波
第

い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
も
う
15
年
ほ
ど
前
で
ご
ざ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
、
南
米
ブ

ラ
ジ
ル
の
開
教
区
の
開
教
40
周
年
の
五
重
相
伝
を
な
さ
る
と
い
う
こ

と
で
、
教
学
局
の
ほ
う
か
ら
お
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
南

米
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
五
重
相
伝
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
系
の
方
は
1
0
0
万
ぐ
ら
い
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で

す
か
。
そ
の
中
で
、
ほ
と
ん
ど
も
う
今
2
世
、
3
世
、
4
世
ぐ
ら
い

に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
現
地
の
言
語
で
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
な
た
、
向
こ
う
へ
行
っ
て
、
五
重
の
勧
誡

を
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
や
っ
て
く
だ
さ
い
、
こ
う
い
う
ご
希
望
が
あ
っ

た
の
で
す
ね
。

　

1
年
半
猶
予
が
あ
り
ま
す
よ
と
（
笑
）。
1
年
半
で
で
す
よ
。
ま

あ
、
知
ら
な
い
言
語
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
勧
誡
が
で
き
る
わ
け
が
ご

ざ
い
ま
せ
ん
よ
ね
。
わ
か
り
ま
し
た
。
で
は
、
ご
挨
拶
だ
け
い
た
し

ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
（
笑
）。

　

当
時
の
テ
ー
プ
を
聞
い
て
み
ま
す
と
、
な
か
な
か
、
使
っ
て
い
る

と
流
暢
に
聞
こ
え
る
の
で
す
ね
。
結
構
、
自
分
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
も

よ
か
っ
た
ん
だ
な
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
ら
し
く
思
え
た
の
で
す
が
、
今

は
全
然
だ
め
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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伝
法
又
は
授
戒
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
時
宜
に
よ
り
期
間

を
縮
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
ね
。
こ
れ
だ
け
の
規
程
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
直
近
は
平
成
17
年
9
月
30
日
に
改
正
を
さ
れ
た
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
浄
土
宗
の
伝
法
の
一
部
な

の
で
す
。

　

こ
れ
を
整
理
し
て
み
ま
す
と
、
2
番
目
の
浄
土
宗
の
伝
法
と
し
て

置
い
て
お
き
ま
し
た
。
教
師
、
あ
る
い
は
、
教
師
に
な
ろ
う
と
す
る

者
で
す
ね
。
あ
る
い
は
、
助
教
師
、
在
家
者
、
こ
の
3
つ
に
分
類
で

き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
教
師
の
ほ
う
に
ま
ず
目
を
向
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
伝

宗
伝
戒
道
場
、
こ
れ
は
知
増
両
山
、
知
恩
院
と
増
上
寺
で
毎
年
、
定

期
的
に
開
筵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
加
行
道
場
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

も
う
1
つ
は
、
璽
書
伝
授
道
場
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
7
月
22
日

よ
り
、
夏
期
の
璽
書
伝
授
道
場
が
増
上
寺
さ
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
法
式
の
熊
井
先
生
に
も
大
変
い
ろ
い
ろ
と
ご

厄
介
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
と
も
ど
も
に
同
じ
部
屋
で
、

小
澤
副
学
長
と
一
緒
に
会
座
で
7
日
間
を
過
ご
し
た
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
、
直
近
に
は
あ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
璽
書
伝
授
道

場
、
こ
の
2
つ
が
実
は
教
師
に
対
す
る
伝
法
だ
と
伝
法
規
程
に
は
あ

6
版
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

　

と
に
か
く
、
世
間
一
般
の
人
で
も
こ
の
ぐ
ら
い
の
知
識
は
持
っ
て

い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
一
応
確
認
が
で
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
五
重
相
伝
と
い
う
の
は
一
体
、
ひ
ょ
っ
こ
り
成
立
し
た

わ
け
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
必
ず
意
味
が
あ
っ
て
、
経
緯
が
あ
っ
て

成
立
し
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
宇
高
先
生
初
め
、
諸
先
生
の
貴
重
な

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
い
ろ
い
ろ
と
ご
指
導
を
い
た
だ
け
る
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
と
に
か
く
、
何
か
理
由
が
あ
っ
て
、
因
由
が
あ
っ
て
五

重
相
伝
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
く
る
。

　

宗
祖
法
然
上
人
時
代
は
、
五
重
相
伝
と
い
う
名
称
す
ら
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
が
現
在
は
、
五
重
相
伝
と
い
う
も

の
が
お
念
仏
の
現
場
の
第
一
線
の
非
常
に
有
効
な
、
有
力
な
布
教
の

戦
略
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と
い
う
こ
と
と

改
め
て
感
じ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
現
今
の
浄
土
宗
の
伝
法
規
程
、
宗
規
の
第
7
号
、
お
手

元
の
プ
リ
ン
ト
の
冒
頭
、
1
番
と
い
う
と
こ
ろ
に
『
浄
土
宗
宗
門
法

制
類
纂
』
の
伝
法
規
程
の
コ
ピ
ー
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
見
ま
す
と
、
そ
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
5
番
目
の

と
こ
ろ
、
丸
を
つ
け
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、「
五
重
相
伝
及
び
授
戒
は
、

寺
院
又
は
教
会
に
お
い
て
七
日
の
別
行
を
修
し
、
そ
の
第
七
日
目
に
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な
先
生
に
講
師
に
も
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
大
変
い
い
結
集
を
、

33
年
間
思
い
出
と
し
て
残
っ
て
お
り
ま
す
が
。

　

そ
の
結
集
を
終
わ
ら
せ
て
、
総
本
山
知
恩
院
へ
帰
っ
て
く
る
。
そ

こ
で
実
は
解
散
を
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
と
き
い
つ
も
こ

の
別
開
五
重
と
か
ち
合
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
こ
で
勢
至
堂
が
お
参
り

で
き
な
い
。
33
年
間
で
一
度
だ
け
お
参
り
が
で
き
た
の
で
す
が
。
そ

の
よ
う
な
思
い
出
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

比
叡
山
黒
谷
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
黒
谷
も
昭
和
37
年
に
服

部
英
淳
先
生
に
連
れ
て
行
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
大
変
、
当
時
は
今
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
あ

の
黒
谷
青
龍
寺
さ
ん
の
ご
本
堂
を
の
ぞ
い
て
み
ま
す
と
、
畳
の
上
に

2
～
3
㎝
も
ほ
こ
り
が
積
も
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
だ
っ
た

の
で
す
が
。

　

そ
の
黒
谷
を
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
3
月
7
日
で
し

た
。
結
構
寒
い
感
じ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
あ
し
た
は
わ
し
の
誕
生

日
な
ん
だ
よ
」
と
服
部
英
淳
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
の
で
、
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
。
そ
の
黒
谷
で
夕
方
、
落
日

を
拝
ん
だ
、
こ
の
夕
日
は
実
に
心
に
刻
ま
れ
る
も
の
で
し
た
。

　

そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
ま
す
ま
す
比
叡
山
の
黒
谷
、
ま
た
、
五
重

等
々
に
対
す
る
思
い
と
い
う
も
の
が
広
が
っ
た
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ

り
ま
す
。

　

た
だ
、
現
在
で
も
不
定
期
で
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
大
五
重
、
ど
こ

に
も
伝
法
規
程
に
は
名
称
が
な
い
の
で
す
。
ど
う
し
て
な
い
の
か
。

こ
れ
は
私
も
非
常
に
疑
問
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

大
五
重
が
伝
法
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
講
習
会
な
の
か
と
い
う
よ

う
な
議
論
さ
え
行
わ
れ
て
い
る
昨
今
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ど
ち
ら
で

も
構
い
ま
せ
ん
が
。

　

し
か
し
、
現
在
、
大
五
重
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
、
現

今
の
箇
条
伝
法
に
基
づ
く
、
現
在
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
伝
宗
伝
戒
、

あ
る
い
は
、
璽
書
伝
授
、
こ
れ
が
す
べ
て
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す

ね
。
こ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る
か
が
、
こ
れ
か
ら
の
諸
先
生
の
ご
研
究
、

あ
る
い
は
、
ご
当
局
、
宗
議
会
の
ご
判
断
に
任
せ
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
1
つ
、
助
教
師
に
対
し
て
別
開
五
重
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
大
体
、
毎
年
6
月
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
私
も
33

年
間
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
つ
い
数
年
前
に
一
応
中
止
し
た
の
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
1
年
に
1
度
、
6
月
に
、
比
叡
山
の
黒
谷
、
法
然
上
人

が
25
年
間
ご
苦
労
さ
れ
ま
し
た
、
あ
の
場
所
に
、
知
恩
院
さ
ん
の
お

許
し
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
毎
年
、
結
集
を
や
っ
た
の
で
す
ね
。

　

こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
林
田
先
生
と
か
、
粂
原
先
生
、
い
ろ
い
ろ
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こ
れ
を
見
ま
す
と
、
二
祖
相
承
、
左
の
ほ
う
か
ら
行
き
ま
す
と
、

善
導
大
師
か
ら
法
然
上
人
に
経
巻
相
承
と
内
証
相
承
が
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
二
祖
対
面
に
よ
る
直
授
が
あ
っ
た
、
そ
れ
以
前
の
経
巻
の
相

承
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、
基
本
的
に
は
唯
授
一
人
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
1
対
1
で
伝
法
は
な
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
が
原
則
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

こ
れ
が
三
代
相
承
に
つ
な
が
っ
て
、
い
よ
い
よ
了
誉
聖
冏
上
人
の

と
こ
ろ
に
至
り
ま
す
。

　

こ
の
了
誉
聖
冏
上
人
が
、
五
重
伝
法
と
い
う
も
の
を
創
案
さ
れ
ま

す
。
創
案
さ
れ
て
、
実
際
に
伝
授
さ
れ
た
の
が
明
徳
4
年
、
先
ほ
ど

も
『
広
辞
苑
』
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
1
3
9
3
年
に
な
り
ま
す
ね
。

　

し
か
し
、『
五
重
指
南
目
録
』、
3
枚
目
に
入
れ
て
お
い
た
の
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
応
永
11
年
、
1
4
0
4
年
ぐ
ら

い
に
な
り
ま
す
か
。
き
ち
ん
と
し
た
書
付
が
、
10
年
ぐ
ら
い
の
タ
イ

ム
ラ
グ
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

を
実
は
創
案
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

　

こ
れ
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
は
大
正
7
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
『
淨

土
傳
燈
輯
要
』
の
上
巻
所
収
の
も
の
を
お
示
し
申
し
上
げ
た
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。
初
重
か
ら
第
五
重
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
ま
す
。

　

さ
て
、
話
が
脇
道
へ
行
っ
ち
ゃ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
在
家

者
の
ほ
う
で
す
ね
。
こ
れ
は
ど
う
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
規

程
に
あ
る
と
お
り
、
五
重
相
伝
、
結
縁
五
重
、
化
他
五
重
、
在
家
五

重
と
も
申
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
今
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ
の
、
こ
れ
か
ら
俎
上
に
乗
せ
る
と

こ
ろ
の
五
重
相
伝
と
い
う
の
は
、
在
家
者
向
け
の
結
縁
五
重
、
化
他

五
重
、
在
家
五
重
を
指
し
て
我
々
が
称
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
在
家
五
重
が
一
体
ど
う
い
う
位
置
に
あ
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
短
時
間
で
お
話
し
は
で
き
得
ま
せ
ん
の
で
、
プ
リ
ン
ト
の
最

後
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
大
本
山
善
導
寺
の
阿
川
文
正
台
下

が
、
か
つ
て
増
上
寺
さ
ん
で
伝
宗
伝
戒
、
あ
る
い
は
、
璽
書
伝
授
の

な
さ
っ
て
勧
誡
を
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
ろ
に
、
作
図
を
さ
れ

た
の
で
す
ね
。

　

こ
れ
を
私
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
て
、
昨
夜
も
改
め
て
阿
川
台

下
と
電
話
で
連
絡
し
ま
し
た
。
き
ょ
う
あ
ち
ら
の
ほ
う
は
教
化
高
等

講
習
会
が
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
ね
。
か
ち
合
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
で

す
が
、
お
許
し
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
こ
こ
に
プ
リ
ン
ト
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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一
箇
条
。
第
五
重
が
六
箇
条
で
、
書
き
残
し
が
一
箇
条
あ
る
。

　

こ
う
い
う
こ
と
を
ト
ー
タ
ル
し
ま
す
と
、
本
伝
の
ほ
う
が
五
十
箇

条
、
知
り
残
し
等
が
五
箇
条
で
す
ね
。
合
計
し
ま
し
て
五
十
五
箇
条
、

こ
れ
が
聖
冏
上
人
が
創
案
さ
れ
ま
し
た
『
五
重
指
南
目
録
』
に
お
示

し
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
五
重
相
伝
の
伝
目
の
骨
組
み

な
の
で
す
。

　

後
に
本
末
八
十
三
箇
条
に
な
る
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
基
本
は

こ
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
次
第
を
し
て
き
た
。

こ
れ
が
恐
ら
く
、
ず
っ
と
次
第
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
、
こ
う
い
う

よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

よ
く
、
伝
法
の
二
義
と
い
い
ま
し
て
、
広
義
に
解
釈
す
れ
ば
伝
道
、

狭
義
に
解
釈
す
れ
ば
こ
れ
は
伝
法
で
す
し
、
相
承
、
写
瓶
相
承
だ
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
や
は
り
伝
法
で
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
厳
粛
な
宗
教
儀
礼
に
伴
っ
た
相
伝
が
行
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

恵
谷
隆
戒
先
生
の
『
新
浄
土
宗
辞
典
』
5
7
0
ペ
ー
ジ
で
す
が
、

拝
見
し
ま
す
と
、
伝
法
と
い
う
の
は
「
厳
粛
な
る
宗
教
的
儀
礼
儀
式

作
法
に
よ
り
教
法
の
精
髄
を
師
資
相
承
、
親
伝
面
授
す
る
こ
と
。」、

こ
れ
が
伝
法
と
い
う
項
目
で
す
ね
。
恵
谷
先
生
の
『
新
浄
土
宗
辞

典
』
の
項
目
に
載
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
こ
の
『
新
浄
土
宗
辞
典
』
の
元
版

　

こ
の
初
重
か
ら
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
第
二
重
、
第
三
重
、
第
四

重
と
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
一
応
、
言
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
る
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
第
が
つ
く
の
は
5
番
目
の
第
五
重
だ
け
。

　

も
う
何
十
年
も
前
で
ご
ざ
い
ま
す
。
佛
大
で
あ
っ
た
か
、
大
正
大

で
あ
っ
た
か
記
憶
が
定
か
で
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
五
重
関
係
の
、
当

時
、
教
学
大
会
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
折
に
、
現
在
の
坪
井
猊
下
が
、
質
問
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、

ち
ょ
っ
と
ご
注
意
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
く
だ

さ
っ
た
の
で
す
。

　

あ
な
た
は
今
、
五
重
、
五
重
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、

そ
れ
だ
と
五
重
相
伝
の
五
重
な
の
か
、
五
番
目
の
五
重
な
の
か
わ
か

り
ま
せ
ん
よ
。
五
番
目
だ
け
は
第
五
重
と
申
し
て
、
あ
と
は
第
を
つ

け
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
、
何
十
年
前
で
し
た
か
ね
、
今
で
も
そ

れ
は
記
憶
に
持
っ
て
お
り
ま
す
。
と
て
も
い
い
ご
指
導
を
い
た
だ
い

た
の
を
覚
え
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
そ
う
な
の
で
す
。
第
二
重
と

か
第
三
重
と
か
、
本
当
は
な
い
の
が
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
見
ま
す
と
、
初
重
は
四
箇
条
、
そ
し
て
、
知
り
残
し
が
一

箇
条
。
二
重
、
三
十
七
箇
条
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
言
い
残
し
が

一
箇
条
あ
り
ま
す
。
三
重
は
一
箇
条
で
、
書
き
残
し
が
一
箇
条
。
そ

し
て
、
四
重
は
ど
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
箇
条
で
、
言
い
残
し
が
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末
山
伝
の
ほ
う
で
は
璽
書
と
称
し
、
本
山
伝
の
ほ
う
で
は
付
法
、
こ

の
よ
う
に
称
し
て
い
た
の
か
な
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

と
に
か
く
、
恵
谷
先
生
の
『
新
浄
土
宗
辞
典
』
で
は
そ
の
よ
う
な

こ
と
に
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、『
浄
土
宗
大
辞
典
』
で
は
、
現
在
、
新
し
い
『
浄
土
宗
大

辞
典
』
が
編
纂
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
し
て
、
年
が
ら
年
じ
ゅ
う
原
稿
で

お
し
か
り
を
受
け
て
い
ま
し
て
、
林
田
先
生
の
顔
な
ん
か
見
る
の
も

嫌
な
ん
で
す
ね
。
逃
げ
て
回
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
で
す
が

（
笑
）。
し
か
し
、
で
き
る
限
り
早
め
に
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
。

　

と
に
か
く
、
旧
の
『
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
は
、「
法
門
を
師
か
ら

弟
子
へ
伝
授
す
る
こ
と
」、
こ
う
い
う
よ
う
に
記
載
が
な
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　

そ
の
中
に
、
義
浄
の
『
南
海
寄
帰
伝
』
の
1
巻
に
、
晨
旦
観
虫
と

い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
つ
い
数
年
前
に
、
宮
林
昭
彦
台
下
が
ご

出
版
さ
れ
た
も
の
な
ど
も
拝
見
し
ま
す
と
出
て
き
ま
す
が
、
そ
の
中

に
「
師
弟
相
承
し
て
用
て
伝
法
と
な
す
」
と
い
う
こ
と
を
引
用
さ
れ

て
い
ま
す
ね
。
ど
う
も
伝
法
と
い
う
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の
所
出
と
い

う
の
は
こ
こ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

意
外
や
意
外
、
大
体
、
7
世
紀
前
後
ぐ
ら
い
か
ら
、
伝
法
と
い
う

用
語
が
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て

は
、
昭
和
19
年
に
出
版
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
璽
書
伝
授

道
場
の
項
目
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
い
い
ま
す
と
、

付
法
道
場
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

戦
時
中
、
大
変
や
か
ま
し
い
時
代
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
御
名

御
璽
の
璽
と
い
う
の
は
避
け
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
配
慮
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
見
よ
項
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
璽
書
伝
授
道
場
の
項

目
を
見
ま
す
と
、
付
法
道
場
を
見
よ
、
こ
う
な
っ
て
い
る
。

　

付
法
道
場
と
い
う
の
は
、
何
で
そ
ん
な
名
前
を
つ
け
た
の
か
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
浄
土
宗
の

伝
法
は
、
鎌
倉
系
の
本
山
伝
と
、
末
山
系
で
す
ね
、
瓜
連
、
常
福
寺

系
の
末
山
伝
と
2
つ
ご
ざ
い
ま
す
。

　

聖
冏
上
人
が
本
末
を
合
流
さ
せ
ま
す
が
、
そ
の
時
点
ま
で
は
両
者

は
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。
鎌
倉
の
伝
書
、
こ
の
中
に
も
鎌
倉
関
係
の

お
弟
子
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
鎌
倉
の
伝
書
を
見
る
限
り
、

璽
書
道
場
、
璽
書
と
い
う
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
は
出
て
こ
な
い
で
す
ね
。

全
部
付
法
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
瓜
連
系
、
あ
る
い
は
、
飯
沼
系
と
言
っ
た
ら
い
い
で
し

ょ
う
か
、
あ
の
末
山
系
を
見
て
い
ま
す
と
、
璽
書
と
ず
っ
と
出
て
き

ま
す
ね
。

　

で
す
か
ら
私
は
、
ア
バ
ウ
ト
に
見
て
い
る
限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
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「
唯
授
一
人
」
と
い
う
の
が
原
則
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
終
始
一

貫
、
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
。
幾
ら
五
重
相
伝
、
五
重
伝
法
に
な
っ

て
も
、
こ
れ
は
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
当
時
の
法
然
上
人
の
形
式
を
見
て
お
り
ま
す
と
、（
4
）

の
（
一
）
に
載
せ
て
お
き
ま
し
た
。、「
こ
こ
に
法
然
上
人
浄
土
宗
の

義
を
以
て
、
弁
阿
に
伝
う
。
今
ま
た
弁
阿
相
承
の
義
な
ら
び
に
私
の

勘
文
『
徹
選
択
』
を
以
て
、
沙
門
然
阿
に
譲
り
与
え
畢
ん
ぬ
。
こ
れ

を
聞
か
ん
人
、
た
し
か
に
こ
れ
を
信
じ
、
こ
れ
を
行
じ
て
往
生
を
遂

ぐ
べ
し
。
仍
て
秘
法
を
録
す
る
の
状
、
手
次
を
以
て
す
。」

　

こ
れ
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
余
り
に
も
有
名
な
手
次
状
で
す
。

『
末
代
念
仏
授
手
印
』
の
最
後
の
部
分
に
収
め
ら
れ
て
い
る
手
次
状

で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
を
ど
う
読
む
か
、
こ
れ
が
読
法
三
口
伝
、

あ
る
い
は
、
読
み
よ
う
の
習な
ら
い等

々
が
あ
り
ま
し
て
、
伝
統
的
に
璽
書

道
場
の
根
幹
に
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

　

ご
承
知
の
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
浄
土
宗
聖
典
と
い
う
も
の

が
編
纂
さ
れ
ま
し
た
基
本
方
針
は
、
当
時
、
そ
う
そ
う
た
る
先
生
方

が
そ
れ
を
ま
と
め
ら
れ
ま
し
て
、
す
べ
て
収
録
の
典
籍
は
1
0
0
％

ル
ビ
を
振
る
、
こ
う
い
う
こ
と
が
決
定
し
た
の
で
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
そ
れ
が
正
確
で
あ
る
か
、
間
違
っ
て
い
る
か

は
別
と
し
ま
し
て
、
一
応
、
浄
土
宗
聖
典
を
見
ま
す
と
、
ル
ビ
が
振

も
、「
法
門
を
師
か
ら
弟
子
へ
伝
授
す
る
こ
と
」、
こ
う
い
う
こ
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
1
対
1
な
ん
で
す
ね
。

　
（
3
）
の
（
三
）
で
す
。「
上
人
宣
わ
く
、
口
伝
な
く
し
て
浄
土
の

法
門
を
見
る
は
、
往
生
の
得
分
を
見
失
う
な
り
」、
こ
れ
は
非
常
に

著
名
な
『
四
十
八
巻
伝
』、
勅
伝
の
21
巻
の
お
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。

我
々
の
法
門
に
お
い
て
は
、
や
は
り
法
然
上
人
が
お
っ
し
ゃ
る
ご
と

く
、
口
伝
が
大
事
な
の
だ
。
書
伝
も
大
事
、
し
か
し
、
口
伝
が
抑
え

と
し
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
終
始
一
貫
、
8
0
0
年
間
ず

っ
と
続
い
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

プ
リ
ン
ト
の
4
番
目
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、「
唯
授
一
人
、
面
授
口

伝
」
の
伝
法
か
ら
「
一
対
多
」
の
伝
法
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が

非
常
に
浄
土
宗
伝
法
が
大
き
く
展
開
を
し
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
聖
冏
上
人
に
よ
り
ま
す
と
こ
ろ
の
五
重
伝
法
と
い
う

も
の
が
成
立
を
し
ま
し
て
、
そ
し
て
、
1
人
の
師
匠
か
ら
大
勢
の
弟

子
に
そ
れ
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
、
こ
れ
が
そ
こ
で
成
立
し
た
の
で
す

ね
。
こ
れ
は
非
常
に
画
期
的
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

現
在
も
、
つ
い
先
だ
っ
て
の
璽
書
伝
授
道
場
に
お
き
ま
し
て
も
、

95
名
の
方
が
縁
山
に
お
い
で
に
な
ら
れ
ま
し
て
、
伝
法
を
お
受
け
に

な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
1
対
95
で
は
な
い
で
す
ね
。
原
則

は
あ
く
ま
で
も
伝
灯
師
台
下
と
、
そ
し
て
、
1
対
1
で
あ
る
と
い
う
、
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で
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
よ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、

そ
こ
で
ご
論
議
が
な
さ
れ
ま
し
て
、
最
終
的
に
、
手
次
状
だ
け
は
ル

ビ
を
振
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

ご
自
坊
へ
お
帰
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
聖
典
の
第
5
巻
、
あ
の
三

巻
七
書
の
こ
の
部
分
だ
け
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
ほ
か
は

す
べ
て
総
ル
ビ
で
す
が
、
こ
こ
だ
け
は
振
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
私
は

筋
が
通
っ
て
よ
か
っ
た
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
よ
う

な
部
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
中
で
あ
る
の
で
す
ね
。
や
は
り
1
対
1
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
血
脈
と
し
て
は
、
源
空
、
弁
阿
、
良
忠
、
良
暁
、
賢
仙
、

こ
の
よ
う
に
次
第
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

な
ぜ
賢
仙
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
実
は
、
2
枚
目
の

（
7
）
の
（
一
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
こ
れ
を
ご
ら
ん
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
前
後
し
て
大
変
恐
縮
で
す
が
。

　
『
末
代
念
仏
授
手
印
』
と
要
偈
と
い
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

「
記
主
禅
師
所
伝
ノ
本
ハ
、
武
州
小
机
泉
谷
寺
ニ
ア
リ
。」
と
い
う
こ

と
が
『
浄
全
』
の
10
巻
の
12
ペ
ー
ジ
、
養
鸕
徹
定
上
人
が
「
正
宗
国

師
授
手
印
跋
」
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
こ
に
、
武
州
小
机
、
横
浜
の
小
机
の
泉
谷
寺
さ
ん
。
先
だ
っ
て

ま
で
、
大
本
山
鎌
倉
の
光
明
寺
の
執
事
長
を
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

っ
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
読
め
る
の
で
す
。
非
常
に
そ
う
い
っ
た
意
味

で
は
便
利
で
す
ね
。

　

あ
る
と
き
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
刊
行
委
員
会
が
行
わ
れ
ま
し
て
、

私
は
編
集
の
ほ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
ん
な
意
思
決
定
機
関
の

と
こ
ろ
に
参
加
す
る
よ
う
な
資
格
は
全
く
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
で
お
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
総
ル
ビ
の
話
が
た
ま
た
ま

出
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
に
私
は
、
発
言
権
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
実
は

気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
お
話
し
を
し

た
の
で
す
。

　

ど
う
し
て
か
と
い
い
ま
す
と
、
総
ル
ビ
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

『
末
代
念
仏
授
手
印
』
も
全
部
総
ル
ビ
に
な
る
の
で
す
ね
。
そ
う
す

る
と
、
手
次
状
も
ル
ビ
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

手
次
状
に
ル
ビ
を
振
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
浄
土
宗
の
最
高
の
伝
法

だ
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
璽
書
伝
授
道
場
の
読
法
三
口
伝
の
あ
れ
は

ど
う
す
る
の
で
す
か
。
最
初
か
ら
仮
名
が
振
っ
て
あ
る
、
こ
れ
で
浄

土
宗
宗
門
が
8
0
0
年
来
初
め
て
聖
典
を
刊
行
す
る
と
い
う
の
に
、

そ
れ
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
ま
し
た
と
こ
ろ
が
、
亡
く
な
ら
れ
た
玉
山
先
生
、
あ
る
い

は
、
高
橋
弘
次
先
生
等
々
、
亡
く
な
ら
れ
た
深
貝
先
生
等
々
も
お
い
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し
か
し
、
阿
川
文
正
台
下
と
一
遍
拝
見
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
奥

付
を
見
ま
す
と
、
良
忠
で
は
な
い
で
す
。
良
念
に
伝
え
た
と
。
忠
の

字
と
、
念
仏
の
念
の
字
と
、
下
が
心
で
似
て
い
ま
す
か
ら
、
間
違
え

た
の
か
、
ど
う
な
の
か
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
り
ま
し
て
、

こ
れ
か
ら
の
研
究
者
の
研
究
に
期
待
を
す
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
現
在
は
全
く
原
本
は
行
方
不
明
。

　

そ
こ
で
我
々
は
、
三
祖
良
忠
上
人
に
伝
承
さ
れ
ま
し
た
『
授
手

印
』
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
見
ま
す
と
き
に
は
、

元
亨
2
年
に
越
前
の
西
福
寺
に
ご
ざ
い
ま
す
寂
真
伝
承
本
と
い
う
も

の
が
1
本
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
元
亨
4
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し

た
賢
仙
伝
承
本
、
こ
れ
が
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の

新
知
恩
院
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
が
1
本
残
っ
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
等
が
三
祖
系
の
も
の
で
は
一
番
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま

す
。

　

こ
れ
以
降
、
こ
れ
ま
で
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
以
降
に
な
り
ま

す
と
、
い
わ
ゆ
る
巻
物
の
冒
頭
の
袖
書
の
部
分
、
こ
の
部
分
が
み
ん

な
そ
れ
ぞ
れ
格
別
の
偈
文
で
あ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

現
在
で
も
九
州
の
ほ
う
に
4
本
、
聖
光
上
人
『
授
手
印
』
の
原
本

が
ご
承
知
の
と
お
り
ご
ざ
い
ま
す
。
大
本
山
善
導
寺
さ
ん
に
は
、
生

極
楽
に
伝
承
さ
れ
た
も
の
が
1
本
。

た
久
米
上
人
の
お
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
に
あ
る
と
書
い
て
あ
り

ま
す
。

　

私
も
隣
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、「
久
米
上
人
ち
ょ
っ
と
見
せ
て

く
だ
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
ら
、
先
生
、
あ
り
ま
せ
ん
よ
、
こ
う
言

う
ん
で
す
ね
。

　

ふ
と
見
ま
し
た
ら
、
そ
の
左
隣
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
正
6
年
に

林
彦
明
僧
正
が
『
末
代
念
仏
授
手
印
』
と
い
う
も
の
を
お
書
き
に
な

っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

　

こ
れ
を
見
ま
す
と
、「
記
主
禅
師
自
筆
の
授
手
印　

曽
て
鎌
倉
に

蔵
せ
ら
れ
、
義
山
校
合
の
項
、
現
存
せ
し
が
如
き
も
、
今
は
何
れ
に

か
散
逸
せ
る
。」『
同
書
』
33
丁
と
あ
り
ま
す
。
林
彦
明
先
生
が
お
調

べ
に
な
っ
た
。
大
正
6
年
。
そ
の
と
き
に
、
小
机
の
泉
谷
寺
に
は
な

か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
明
治
14
年
か
ら
大
正
6
年
、
こ
の
間
に

散
逸
し
た
と
記
録
上
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
も
し
も
、
こ
の
記
主
禅
師
、

良
忠
上
人
本
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
ら
、
大
変
な
大
発
見
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
写
し
と
称
す
る
も
の
が
現
存
す
る
の
で
す
。
こ
こ

に
い
ら
っ
し
ゃ
る
川
越
の
蓮
馨
寺
の
粂
原
恒
久
先
生
の
と
こ
ろ
に
立

派
な
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。
外
題
の
と
こ
ろ
に
「
小
机
泉
谷
寺

写
」、
こ
う
な
っ
て
い
る
。
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ま
す
が
、
と
に
か
く
基
本
的
に
は
要
偈
道
場
と
密
室
道
場
と
い
う
も

の
で
最
終
的
に
押
さ
え
る
わ
け
で
す
ね
。

　

こ
の
要
偈
道
場
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
今
申
し
上
げ
ま
し
た
、
聖

光
上
人
の
選
述
を
さ
れ
ま
し
た
『
末
代
念
仏
授
手
印
』
の
良
忠
相
伝

本
以
降
に
、
ず
っ
と
袖
書
と
し
て
残
さ
れ
て
き
ま
す
と
こ
ろ
の
要
偈

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
く
る
の
で
す
ね
。

　

こ
の
『
五
重
指
南
目
録
』
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
二
重
の
と
こ
ろ

に
傳
法
要
偈
と
い
う
部
分
が
1
番
目
に
ご
ざ
い
ま
す
。
四
角
く
囲
ん

で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
傳
法
要
偈
で
、
あ
と
、
二
河
白
道
の
こ
と
が
、

恐
ら
く
こ
の
あ
た
り
で
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
際
立
っ
た

も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
五
十
プ
ラ
ス
五
箇
条
、

五
十
五
箇
条
で
相
伝
を
さ
れ
て
い
た
、
そ
の
伝
法
が
極
め
て
大
部
で

あ
り
、
そ
し
て
、
応
仁
の
乱
等
々
で
緊
急
な
折
に
は
と
て
も
で
き
な

い
。
だ
か
ら
、
作
略
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
、
こ
れ
が
言

わ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
ご
紹
介
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
箇
条
伝
法
は
、
2
枚
目

の
9
番
目
に
、
手
書
き
で
大
変
恐
縮
で
す
が
、『
浄
土
宗
大
辞
典
』

か
ら
抽
出
し
て
お
き
ま
し
た
。

　

室
町
末
期
の
戦
乱
の
激
し
い
時
代
に
お
い
て
、
長
期
間
の
加
行
を

　

博
多
の
善
導
寺
さ
ん
、
円
阿
伝
承
本
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
円
阿

に
相
伝
さ
れ
た
も
の
が
1
本
残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
熊
本
の
往
生
院
、
肥
後
の
往
生
院
さ
ん
に
1
本
残
っ
て

い
る
聖
護
伝
承
本
。

　

そ
し
て
、
佐
賀
の
大
覚
寺
さ
ん
に
唯
称
伝
承
本
と
い
う
の
が
残
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
4
本
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
こ
れ
は
袖
書
が
違
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
良
忠
伝
承
本
、
現
存
し
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
以
降
の
も
の

で
い
い
ま
す
と
、
す
べ
て
、
1
0
0
％
近
く
、
今
我
々
が
称
し
て
お

り
ま
す
四
句
偈
、
究
竟
大
乗
浄
土
門
、
こ
の
偈
文
に
統
一
さ
れ
て
く

る
の
で
す
。
こ
の
統
一
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
浄
土
宗
の

伝
法
の
上
で
は
大
変
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
よ
う
な
背
景
が
あ
り
ま
し
て
、『
五
重
指
南
目
録
』
の

成
立
に
来
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
も
う
一
遍
『
五
重
指
南
目
録
』

を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
『
五
重
指
南
目
録
』
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
当
初
伝
法
道
場

を
ど
う
い
う
ふ
う
に
構
築
さ
れ
た
の
か
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
り

ま
せ
ん
。
現
在
は
、
勧
誡
が
あ
り
、
そ
の
間
に
お
剃
度
等
々
ご
ざ
い
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か
。

　

私
が
考
え
て
お
り
ま
す
の
は
、
こ
れ
は
単
に
二
祖
聖
光
上
人
が
お

つ
く
り
に
な
っ
た
と
か
何
と
か
と
い
う
次
元
で
は
な
く
て
、
や
は
り

相
伝
の
大
事
な
偈
文
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
伝
々
相

承
さ
れ
て
、
現
在
の
私
た
ち
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
関
連
し
た
こ
と
は
、
プ
リ
ン
ト
2
枚
目
の
（
8
）、
要
偈

と
い
う
と
こ
ろ
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
三
祖

良
忠
上
人
系
の
『
授
手
印
』
袖
書
で
す
が
、
そ
の
袖
書
に
記
す
偈
文

中
心
の
伝
法
と
い
う
も
の
が
組
織
さ
れ
て
き
た
の
で
す
ね
。

　

1
番
目
、「
我
が
高
祖
、
源
空
上
人
大
和
尚
、
夢
定
中
に
於
て
、

半
金
色
の
大
師
を
奉
謁
し
て
」、
こ
れ
は
『
浄
全
』
の
12
巻
、
マ
マ

に
し
て
お
き
ま
し
た
。「
大
師
に
」
か
な
と
思
っ
た
の
で
す
が
、

「
を
」
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
。「
奉
謁
し
て
、
宗
・
教
並
び
に

心
・
行
倶と
も

に
決
す
。
大
師
の
滅
後
、
四
百
五
十
三
歳
の
末
弟
な
り
と

雖
も
、
親
ま
の
あ
たり

写
瓶
相
承
し
玉
う
。」

　

4
5
3
年
間
の
法
然
上
人
と
高
祖
全
導
大
師
と
の
間
は
隔
た
り
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
親
ま
の
あ
たり

に
写
瓶
相
承
を
さ
れ
た
。
こ
の
二
祖
対
面
に

お
い
て
。
こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

確
か
に
、『
三
国
仏
祖
伝
集
』
と
か
、
聖
冏
上
人
の
撰
述
書
を
皆

様
方
も
ご
ら
ん
い
た
だ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
夢
に
関
す
る
事

す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
時
代
の
要
請
に
こ
た
え
て
加
行
期
間
を

二に

七し
ち

日
間
に
短
縮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

伝
法
も
五
十
五
箇
条
の
全
分
を
相
伝
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

そ
の
中
か
ら
肝
要
な
も
の
の
み
を
選
び
取
っ
て
伝
法
す
る
と
い
う
、

簡
略
な
伝
法
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
普
通
に
箇

条
伝
法
と
呼
ん
で
い
る
。
の
で
あ
る
が
、
こ
の
制
度
を
創
め
た
の
は

道
誉
貞
把
と
感
誉
存
貞
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
よ
う
に
『
浄
土
宗
大
辞
典
』
で
は
解
説
が
な
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
私
は
、
ず
っ
と
見
て
お
り
ま
し
て
、
簡
略
化
し
た
、
確

か
に
そ
う
い
う
部
分
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
作
略
と
い

う
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
よ
く
使
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
は
ち
ょ

っ
と
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

　

む
し
ろ
、
簡
略
を
し
た
け
れ
ど
も
、
非
常
に
要
点
を
巧
み
に
抽
出

し
て
、
そ
し
て
、
五
重
伝
法
の
最
も
ふ
さ
わ
し
い
相
伝
の
仕
方
に
改

革
し
た
、
こ
れ
が
箇
条
伝
法
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

な
ぜ
か
。
1
つ
は
、
今
ず
っ
と
申
し
上
げ
た
要
偈
で
す
。
あ
の
要

偈
道
場
に
お
い
て
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
霊
り
ょ
う

山ぜ
ん

浄
土
、
二
河
白
道
の

伝
法
道
場
を
表
顕
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
非
常
に
要
偈
を
巧

み
に
使
用
し
て
い
る
。
そ
の
要
偈
と
い
う
の
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
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そ
し
て
、
初
出
、
文
字
に
記
載
さ
る
も
の
、
こ
れ
は
何
な
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
で
追
っ
て
み
ま
す
と
、（
八
）
の
2
番
目
で
す
。

明
貞
と
い
う
方
は
聖
冏
上
人
の
お
弟
子
さ
ん
で
、
聖
聡
上
人
と
同
門

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
明
貞
さ
ん
が
口
で
述
べ
、
そ
れ
を
了
暁
、

こ
の
了
暁
は
慶
善
の
ほ
う
で
す
ね
。
了
暁
慶
善
が
筆
録
し
た
。
い
わ

ゆ
る
『
貞
伝
集
』、
あ
る
い
は
『
心
伝
集
』
と
も
言
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
の
下
の
本
の
5
丁
目
の
と
こ
ろ
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

上
人
四
十
三
ノ
承
安
五
年
三
月
十
四
日
ノ
夜
、
半
金
色
ノ
善
導
大

師
夢
中
に
来
リ
玉
テ
、
浄
土
ノ
眞
門
西
天
伝
来
ノ
秘
さ
く

、
悉
ク
上
人

ニ
授
ケ
畢
文
。
時
ニ
青
天
虚
空
ノ
中
、
紫
雲
ノ
上
ニ
即
チ
、
二
十
八

宿
ノ
暗
夜
ニ
浮
ブ
ガ
如
ク
、
金
字
ニ
テ
、
此
ノ
四
句
二
十
八
字
連
个

ト
シ
テ
羅
列
ス
、
則
チ
浄
土
ノ
伝
法
要
偈
ナ
リ
ト
テ
重
テ
之
ヲ
授
タ

マ
フ
。

　

こ
れ
が
私
は
初
出
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
も
し
も
ほ

か
に
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ま
た
ご
教
示
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
『
貞
伝
集
』。
私
が
承
知
し
て
い
る
限
り
で
は
、
東

北
大
学
の
狩
野
文
庫
に
確
か
に
ご
ざ
い
ま
す
。
私
も
1
本
持
っ
て
お

り
ま
す
が
、
非
常
に
、
な
か
な
か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し

項
と
い
う
の
が
結
構
出
て
き
ま
す
ね
。
特
に
分
類
し
た
五
夢
に
分
か

れ
て
、
最
終
的
に
は
実
夢
、
実
際
の
夢
と
い
う
も
の
は
事
実
で
あ
る

と
い
う
実
夢
、
こ
れ
に
収
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

現
在
は
フ
ロ
イ
ト
だ
と
か
ユ
ン
グ
だ
と
か
、
深
層
心
理
学
で
か
な

り
夢
を
扱
っ
て
お
り
ま
す
が
、
我
が
浄
土
宗
に
お
い
て
は
、
も
う
そ

れ
よ
り
は
る
か
前
か
ら
夢
に
改
め
て
注
目
し
て
研
究
が
な
さ
れ
て
き

た
。
そ
れ
が
、
内
容
は
と
も
か
く
と
し
て
、
非
常
に
関
心
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
二
祖
対
面
と
は
一
体
何
か
。
坪
井
俊
映
猊
下
の
い
い
論

文
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。「
伝
法
に
お
け
る
半
金
色
善
導
像
の
形
成
」、

非
常
に
示
唆
を
与
え
て
い
た
だ
い
て
、
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ

と
を
思
い
起
こ
し
ま
す
。

　

あ
の
伝
記
の
中
に
お
い
て
、
精
査
し
て
み
ま
す
と
、
確
か
に
、
法

然
上
人
が
善
導
大
師
に
お
目
に
か
か
っ
た
、
こ
の
事
実
は
記
載
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
二
祖
が
夢
中
で
、
夢
定
中
に
お
い
て
対
面

さ
れ
た
と
き
に
、
あ
の
要
偈
道
場
で
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の

四
句
の
偈
、
要
偈
が
相
伝
さ
れ
た
と
い
う
記
載
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　

し
か
し
、
私
は
、
そ
れ
は
ず
っ
と
口
伝
、
相
伝
で
も
っ
て
伝
わ
っ

て
き
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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独
尊
、
帰
趣
、
統
摂
。
き
ょ
う
ほ
か
の
先
生
の
ご
発
表
で
宗
三
義

が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
三
義
を
受
け
ま
し
て
、
三
祖
良
忠
上
人
は

こ
れ
を
取
り
上
げ
て
、
ま
さ
に
独
尊
に
当
た
る
の
だ
、
こ
れ
が
一
番

と
う
と
い
、
本
願
称
名
の
念
仏
行
が
一
番
と
う
と
い
と
思
い
取
る
の

で
す
ね
。
独
尊
の
義
に
当
た
る
。

　

い
か
に
し
て
そ
れ
を
世
に
広
め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
次
の
課

題
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
宗
と
い
う
、
ど
ん
な
時
代

で
も
変
わ
ら
な
い
、
普
遍
的
な
本
願
称
名
の
お
念
仏
の
義
と
い
う
も

の
が
1
つ
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
だ
け
い
い
か
。
い
い
わ
け
が
な
い
で
す
ね
。
時
代
は
変
わ

り
ま
す
。
人
も
変
わ
り
ま
す
。
価
値
観
も
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
う
い

う
中
で
、
時
々
刻
々
と
時
代
に
合
わ
せ
る
、
時
期
相
応
の
教
え
に
錬

磨
し
て
い
く
、
こ
れ
も
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
ね
。

　

二
祖
聖
光
上
人
が
、
通
別
の
お
念
仏
等
々
を
主
張
さ
れ
た
の
も
、

や
は
り
そ
の
時
代
に
お
け
る
本
願
称
名
念
仏
の
義
の
現
代
化
の
一
端

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
日
、
我
々
も
や
は
り
そ

れ
は
大
い
に
再
考
し
て
、
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
度
は
、
最
後
の
浄
土
宗
の
伝
法
を
も
う
一
遍
ご
ら
ん
い
た
だ
き

た
い
の
で
す
が
、
現
今
、
問
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
五
重

て
、
活
字
に
は
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
に
出
て
お
り
ま
す
。

　

よ
く
二
祖
対
面
、
要
偈
と
い
う
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
資

料
と
し
て
は
こ
う
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

も
相
伝
で
あ
る
、
相
伝
が
三
祖
良
忠
上
人
に
お
授
け
を
い
た
だ
い
た
、

そ
れ
が
三
祖
一
門
、
い
わ
ゆ
る
白
旗
だ
け
で
は
な
い
、
ず
っ
と
流
れ
、

す
べ
て
白
旗
系
伝
承
本
に
そ
れ
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
い
う
よ
う
な
要
偈
と
い
う
も
の
に
着
目
し
て
、
そ
し
て
、
箇

条
伝
法
と
い
う
も
の
を
大
き
く
、
深
く
し
て
い
た
だ
い
た
、
箇
条
伝

法
創
設
者
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
、
あ
る
い
は
、
辞
典
に
ご

ざ
い
ま
し
た
道
誉
貞
把
、
あ
る
い
は
、
感
誉
存
貞
だ
け
で
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
幡
随
意
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
あ
の
道
感
二
師
の
こ
ろ
に
、

浄
土
宗
伝
法
の
伝
法
改
革
が
な
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
時
代
の
伝
法

の
現
代
化
を
な
さ
れ
た
。
し
か
し
宗
義
と
い
う
も
の
は
、
時
代
に
よ

っ
て
変
わ
っ
て
は
い
け
な
い
部
分
か
ま
ず
1
つ
あ
り
ま
す
ね
。

　

11
番
目
に
、
宗
の
三
義
と
い
う
も
の
を
、
た
ま
た
ま
こ
れ
は
戒
度

の
『
霊
芝
観
経
義
疏
正
観
記
』
を
根
拠
に
し
て
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
善
導
さ
ん
よ
り
ち
ょ
っ
と
後
輩
に
な
り
ま
す
か
ね
。『
霊

芝
観
経
義
疏
正
観
記
』
に
あ
り
ま
す
宗
の
三
義
。
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今
回
の
学
術
大
会
で
、
西
城
宗
隆
先
生
か
ら
詳
し
い
伝
承
関
係
の

ご
発
表
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
が
見
て
い
る
限
り
、
現
今

の
五
重
相
伝
の
土
台
を
成
す
の
は
、
次
の
2
つ
で
す
。

　

順
阿
隆
圓
の
『
浄
業
信
法
訣
』
5
巻
、
ま
た
は
4
巻
、
こ
れ
は
意

味
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
5
巻
。
も
う
1
つ
は
、
山
下
現
有
、

孝
誉
大
僧
正
の
『
結
縁
五
重
伝
書
』、
こ
れ
は
大
正
十
三
年
に
総
本

山
知
恩
院
の
布
教
師
会
か
ら
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
2
つ

が
大
体
骨
子
に
な
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
阿
川
台
下
の
表
に
あ
る
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ

こ
で
1
つ
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
、
結
縁
五
重
、

表
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
浅
学
相
承
の
9
箇
条
あ
る
の
で
す
が
、

1
か
ら
9
、
気
息
伝
ま
で
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
在
家

に
対
し
て
は
、
右
側
で
す
ね
。
焼
香
伝
か
ら
第
五
の
十
念
伝
、
5
箇

条
に
ま
と
め
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
3
、
4
の
自
証
往
生
伝
と
授
手
印
伝
の
間
に
、
ず
っ
と

初
重
か
ら
二
重
、
三
重
と
次
第
し
て
い
く
。
最
後
に
十
念
伝
で
行
く

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
と
こ
ろ
に
添
口
伝
四
箇
条
と
い
う
も

の
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
か
な
り
有
効
な
の
で
す
ね
。
仏
祖

対
面
伝
、
知
識
対
面
伝
、
亡
識
回
向
伝
、
睡
時
十
念
伝
、
4
箇
条
が

相
伝
と
い
う
の
は
、
箇
条
伝
法
で
す
ね
。
左
ず
っ
と
行
き
ま
し
て
、

右
側
に
結
縁
五
重
と
阿
川
文
正
台
下
が
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
、
こ

れ
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
現
今
、
五
重
相
伝
と
申
し
て
お
り

ま
す
化
他
五
重
で
あ
り
、
在
家
五
重
で
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

基
本
的
に
は
箇
条
伝
法
に
な
っ
て
、
そ
し
て
、
五
重
自
証
門
、
浅

学
相
承
で
す
ね
。
そ
し
て
、
宗
脈
本
伝
化
他
門
、
碩
学
相
承
、
あ
る

い
は
、
学
匠
相
承
と
も
言
っ
て
お
り
ま
す
ね
。

　

こ
の
部
分
の
五
重
自
証
門
、
つ
ま
り
、
浅
学
衆
に
対
す
る
相
伝
を

そ
の
ま
ま
右
へ
ス
ラ
イ
ド
し
て
、
こ
れ
を
改
め
て
構
築
し
直
し
た
。

こ
れ
が
結
縁
五
重
で
あ
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
化
他
五
重
が
相
伝
な
さ
れ
た
の
が
、
文
明
7

年
、
1
4
7
5
年
、
大
樹
寺
の
勢
誉
愚
底
上
人
が
岡
崎
城
主
の
松
平

親
忠
公
に
相
伝
し
た
の
が
最
初
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
『
浄

土
宗
大
辞
典
』
の
記
載
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
別
と
し
て
、
と
に
か
く
、
結
縁

五
重
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
く
る
の
で
す
。
現
在
あ
る
よ
う
な
も

の
が
出
て
く
る
の
で
す
。

　

そ
の
根
拠
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
2
枚
目
の
13
番
目
に
出
し
て

お
き
ま
し
た
。
五
重
相
伝
、
い
わ
ゆ
る
結
縁
五
重
に
関
す
る
基
本
的

な
典
籍
を
2
つ
挙
げ
ま
し
た
。
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だ
い
て
帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
私
の
弟
子
な
ど
は
、
璽
書
道
場
へ

行
っ
て
、
知
恩
院
さ
ん
の
を
受
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
よ
と
い
っ
て
、

ち
ゃ
ん
と
貰
っ
て
き
た
ん
で
す
ね
。
今
は
な
い
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、『
浄
業
信
法
訣
』
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
大
正
10
年

に
、
大
正
大
学
の
浄
土
学
研
究
室
が
本
拠
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
宗
書
保
存
会
が
で
き
ま
し
て
、
こ
こ
で
刊
行
さ
れ
ま

し
た
『
浄
土
伝
灯
輯
要
』、
こ
れ
し
か
な
い
の
で
す
。

　

そ
こ
で
今
回
、
宗
門
の
浄
土
宗
布
教
師
会
で
は
、
改
め
て
根
拠
に

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
『
浄
業
信
法
訣
』
を
、
解
説
を
つ
け
な
が
ら
、

大
遠
忌
記
念
の
刊
行
事
業
と
し
て
出
版
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

物
が
物
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
を
打
ち
ま
し
て
、

現
時
点
で
は
一
応
限
定
の
5
0
0
部
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す

が
、
す
ぐ
な
く
な
る
可
能
性
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
も
し
も
ご
入
り

用
の
向
き
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
留
意
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
『
浄
業
信
法
訣
』
と
、
孝
誉
大
僧
正
の
『
結
縁
五
重
伝
書
』、

突
き
合
わ
せ
し
て
み
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
ね
。
非
常
に
似

て
お
り
ま
す
。
全
く
文
章
も
同
じ
と
い
う
部
分
も
数
多
く
見
ら
れ
ま

す
。
た
だ
、
大
き
く
違
う
の
が
、
添
口
伝
の
四
箇
条
な
の
で
す
。

あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
能
化
の
ほ
う
に
は
ど
こ
に
も
こ
れ
が

出
て
こ
な
い
で
す
ね
。
一
体
何
で
在
家
の
ほ
う
に
四
箇
条
が
出
て
く

る
の
か
。

　

で
す
か
ら
、
端
的
に
言
え
ば
、
能
化
が
四
箇
条
を
知
ら
な
い
で
浄

土
宗
教
師
に
な
る
、
五
重
相
伝
を
受
け
た
在
家
の
ほ
う
が
知
っ
て
い

る
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
す
。

　

私
は
や
は
り
、
こ
れ
は
ど
こ
か
で
能
化
に
対
す
る
伝
宗
伝
戒
、
あ

る
い
は
、
璽
書
伝
授
の
と
き
、
こ
の
添
口
伝
四
箇
条
を
き
ち
ん
と
相

伝
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
言
え
ま
す
の
は
、
浅
学
相
承
の
第
9
の
気
息
伝
の
と
こ
ろ

に
、
鎮
西
己
証
と
し
て
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
い
が
ち
ら
ち
ら
と
出

て
ま
い
り
ま
す
。
相
伝
の
中
で
お
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
の
直
正
直
面
、

こ
れ
が
出
て
き
ま
す
か
ら
、
こ
れ
が
展
開
し
て
い
っ
て
添
口
伝
四
箇

条
に
発
展
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
今
、『
浄
業
信
法
訣
』
と
、
孝
誉
大
僧
正
の
『
結
縁
五
重

伝
書
』、
そ
の
こ
と
を
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
絶
版
な

の
で
す
ね
。
知
恩
院
さ
ん
に
問
い
合
わ
せ
し
た
の
で
す
が
、
数
年
前

ま
で
は
璽
書
伝
授
道
場
を
ジ
ョ
ウ
マ
ン
さ
れ
た
方
は
、
こ
れ
を
い
た



─ 21 ─

　

さ
て
、
時
間
も
余
り
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
一
言
、
話
を
つ
け

加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
に

五
重
伝
法
と
い
う
も
の
が
現
代
に
継
承
さ
れ
て
、
多
く
の
人
々
の
心

の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
や
は
り
、
要
偈
道
場
と
密
室
道
場
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ

ゆ
る
知
性
の
世
界
だ
け
で
は
な
い
、
感
覚
的
な
、
感
性
の
世
界
と
い

い
ま
す
か
、
非
常
に
真
っ
暗
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
暗
い
中
に

火
が
あ
っ
た
り
、
煙
が
あ
っ
た
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
人
間
は

非
常
に
魂
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

か
つ
て
私
が
大
正
大
学
に
お
邪
魔
し
て
い
た
こ
ろ
は
、
フ
レ
ッ
シ

ュ
マ
ン
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
バ
ス
に
全
部
新
入

生
を
乗
せ
ま
し
て
、
大
正
大
学
に
か
か
わ
る
浅
草
寺
さ
ん
と
か
、
あ

る
い
は
、
護
国
寺
さ
ん
、
増
上
寺
さ
ん
、
そ
し
て
、
川
崎
大
師
に
お

参
り
さ
せ
る
の
で
す
ね
。

　

私
な
り
に
一
般
の
学
生
た
ち
に
、
ど
こ
が
よ
か
っ
た
か
聞
き
ま
す

と
、
90
％
近
く
、
残
念
な
が
ら
、
増
上
寺
で
は
な
い
で
す
。
川
崎
大

師
だ
、
こ
う
言
う
。
何
で
よ
か
っ
た
か
。
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

よ
か
っ
た
と
言
う
ん
で
す
ね
。

　

ど
う
も
、
お
迎
え
い
た
だ
く
と
、
川
崎
大
師
で
は
護
摩
を
た
く
。

　

こ
れ
は
、『
浄
業
信
法
訣
』
で
見
ま
す
と
、
仏
祖
対
面
伝
と
知
識

対
面
伝
を
1
つ
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
す
ね
。
一
箇
条
に
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
三
箇
条
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
何
を
入
れ
て
い

る
か
と
い
う
と
、
左
側
の
気
息
伝
を
入
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
こ
れ

が
違
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
孝
誉
大
僧
正
は
、
増
上
寺
か
ら
祖
山
に
晋
董
さ
れ
た
大

僧
正
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
推
敲
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
が
、
あ
え
て
、
大
正
13
年
刊
行
の
『
結
縁
五
重
伝
書
』、

き
ょ
う
私
も
持
っ
て
き
て
お
り
ま
す
が
、
大
正
13
年
9
月
5
日
に
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
阿
川
文
正
台
下
が
お
示
し
の
よ
う
に
、

仏
祖
対
面
伝
か
ら
四
箇
条
、
睡
時
十
念
伝
、
こ
れ
ま
で
の
四
箇
条
に

ま
と
め
て
い
る
の
で
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
現
在
で
も
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
、
現
場
で
五

重
相
伝
を
実
際
に
ご
指
導
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
方
、
ど
ち
ら

を
採
用
さ
れ
て
い
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
2
つ
の
や
り
方
が
あ
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
も
う
少
し
き
ち
ん
と
整
理
を
し
て
、
現

代
そ
し
て
未
来
に
向
け
て
大
い
に
こ
れ
を
点
検
し
て
、
検
証
し
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
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生
さ
れ
る
と
い
う
と
き
に
、
源
智
上
人
に
与
え
た
、
か
の
一
枚
起
請

文
、
伝
法
上
で
は
総
稟
承
と
い
い
ま
す
。
そ
の
中
で
「
た
だ
一
向
に

念
仏
す
べ
し
」、
こ
れ
は
お
釈
迦
さ
ま
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
ま

さ
に
そ
の
ま
ま
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
て
踏
襲
さ
れ
た
お
言
葉
で
あ

り
、
お
姿
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

五
重
相
伝
、
せ
っ
か
く
こ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
宗
教
上
の
遺
産

を
私
た
ち
は
ち
ょ
う
だ
い
し
て
お
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら

検
討
を
加
え
、
そ
し
て
、
伝
統
を
踏
ま
え
、
今
日
、
ま
た
、
未
来
に

向
か
っ
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
五
重
相
伝
と
い
う
も
の
を
、
こ
れ
か

ら
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
知
恵
を
出
し
合
っ
て
構
築
を
し
て
、
ま

す
ま
す
八
百
年
に
向
か
っ
て
本
願
称
名
の
お
念
仏
と
い
う
も
の
を
大

い
に
全
世
界
、
こ
れ
か
ら
浄
土
宗
布
教
師
会
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ

リ
で
念
仏
結
集
を
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
大
い
に

地
球
上
、
六
大
陸
に
念
仏
義
を
弘
め
て
い
く
こ
と
を
念
願
し
て
、
最

後
に
皆
様
方
の
ま
す
ま
す
の
ご
健
康
、
ご
精
進
を
祈
念
い
た
し
ま
し

て
、
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
終
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
大
変
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。（
拍
手
）

　
司
会　

柴
田
先
生
の
基
調
講
演
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り

そ
し
て
、
め
ら
め
ら
と
火
が
見
え
る
、
煙
が
立
つ
、
そ
こ
へ
読
経
の

声
が
流
れ
て
く
る
、
ぐ
ー
っ
と
盛
り
上
が
る
。
そ
こ
に
仏
教
に
対
す

る
関
心
の
結
縁
と
い
う
も
の
が
な
さ
れ
て
く
る
の
で
す
ね
。

　

そ
う
い
う
よ
う
な
極
端
な
ケ
ー
ス
を
申
し
上
げ
た
の
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
や
は
り
理
性
の
論
理
の
世
界
だ
け
で
は
本
当
に
教
え
と
い
う

も
の
が
浸
透
で
き
な
い
で
す
。
必
ず
理
性
で
、
論
理
で
押
し
て
い
っ

た
と
こ
ろ
で
、
感
性
の
世
界
で
押
さ
え
る
、
こ
れ
が
な
い
と
宗
教
の

世
界
で
は
本
当
の
信
仰
に
は
至
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
巧
み
に
取
り
入

れ
た
の
が
五
重
相
伝
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
と
き
、
何
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
か
。
こ
れ
は
も
う
諸
先
生
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
パ
ー
リ
語
の
原
典
、

『
マ
ハ
パ
リ
ー
ニ
ッ
バ
ー
ナ
』、
あ
の
中
で
、
私
が
見
て
お
り
ま
す
の

は
、『
南
伝
大
蔵
経
』
巻
七
長
部
経
典
二
、
の
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で

ご
ざ
い
ま
す
が
。

　

そ
れ
を
見
ま
す
と
、「
諸
行
は
壊
法
な
り
。
不
放
逸
に
よ
り
て
精

進
せ
よ
。
と
こ
れ
如
来
最
後
の
言
な
り
。」
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

諸
行
は
無
常
な
り
。
し
か
し
、
無
常
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
放
逸
す
る

こ
と
な
く
精
進
し
て
い
き
な
さ
い
。
こ
れ
が
お
釈
迦
様
の
最
後
の
お

言
葉
で
す
。

　

我
が
宗
祖
法
然
上
人
は
、
あ
の
正
月
の
23
日
、
2
日
後
に
は
ご
往



─ 23 ─

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

（
了
）
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ゆ
る
在
家
向
け
の
化
他
五
重
、
あ
る
い
は
、
正
村
先
生
の
資
料
に
は
、

結
縁
五
重
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
在
家
向
け
の
五
重
相
伝

に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
と
現
状
に
つ
い
て
皆
様
方
と
考
え
て
い
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

最
近
、
宗
勢
調
査
と
い
う
の
を
実
施
し
ま
し
て
、
宗
勢
調
査
の
集

計
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
宗
勢
調
査
か
ら
五
重
相
伝
の

こ
と
に
つ
い
て
見
ま
す
と
、
ま
ず
、
過
去
10
年
間
の
実
施
率
が
ご
ざ

い
ま
し
て
、
実
施
寺
院
が
平
成
19
年
、
第
6
回
の
調
査
で
15
・
6
％

と
い
う
値
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

宗
勢
調
査
は
10
年
置
き
に
や
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
10
年
前
も
同

じ
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
10
年
前
は
17
・
1
％
だ
っ
た
の
で
す
。

　
今
岡　

総
合
研
究
所
の
今
岡
達
雄
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
初
に
、
皆

様
、
お
手
を
お
合
わ
せ
い
た
だ
き
ま
し
て
、
十
遍
お
念
仏
を
お
称
え

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
同
称
十
念
）

　
今
岡　

本
日
は
、「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
1
」
と
い
う
こ
と
で
、「
五
重

相
伝
の
歴
史
と
現
状
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
五
重
相
伝
は
、
午

前
中
に
柴
田
先
生
の
ほ
う
か
ら
も
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
い
わ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
①

　

五
重
相
伝
の
歴
史
と
現
状

	

■
パ
ネ
ラ
ー	

	

宇
高
良
哲

	
	

正
村
瑛
明

	
	

横
井
照
典

	

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー	

今
岡
達
雄
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か
ら
現
在
を
ず
っ
と
見
ま
し
て
、
在
家
向
け
の
五
重
相
伝
と
い
う
の

が
、
ど
う
い
う
意
味
合
い
、
位
置
づ
け
、
実
施
、
行
わ
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
（
1
）
の
大
体
の
目
標
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
目
標
に
対
応
い
た
し
ま
し
て
、
き
ょ
う
は
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生

方
を
ご
依
頼
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
向
か
っ
て
左
か
ら
、
宇
高
良
哲
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
拍
手
）

　

宇
高
先
生
は
、
1
9
4
2
年
、
埼
玉
生
ま
れ
、
大
正
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
現
在
、
大
正
大
学

の
教
授
、
文
学
博
士
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
宗
埼
玉
教
区
の
十
連
寺
さ

ん
の
ご
住
職
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

次
に
、
正
村
瑛
明
上
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
拍
手
）

　

正
村
上
人
は
、
昭
和
19
年
生
ま
れ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
日
大
の
芸

術
学
部
放
送
学
科
卒
業
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
若
い
と
き
に

事
故
に
遭
わ
れ
ま
し
て
、
道
を
求
め
て
お
念
仏
の
道
に
入
っ
た
と
い

う
経
歴
を
お
持
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
。
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
研
究
員

と
し
て
長
年
に
わ
た
り
ご
活
躍
い
た
だ
き
ま
し
て
、
現
在
は
浄
土
宗

大
本
山
増
上
寺
布
教
師
会
の
会
長
で
あ
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
、
各
地
で
授
戒
会
で
す
と
か
五
重
相
伝
会
の
勧
誡
を
な
さ
っ

17
・
1
％
か
ら
15
・
6
％
へ
、
1
・
5
％
低
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

全
寺
院
の
1
・
5
％
、
大
し
た
こ
と
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
実

際
に
10
年
以
内
に
開
莚
し
た
寺
院
数
で
減
少
を
見
て
み
ま
す
と
、
10

％
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
結
構
大
き
な
数
字
な
の
か
な
と
い
う
気

が
し
ま
す
。

　

ま
た
、
教
区
別
に
見
て
み
ま
す
と
、
滋
賀
教
区
、
伊
賀
教
区
、
和

歌
山
教
区
、
こ
こ
あ
た
り
は
80
％
以
上
の
実
施
率
に
な
っ
て
お
り
ま

す
が
、
低
い
ほ
う
か
ら
行
き
ま
す
と
、
山
梨
教
区
で
す
と
か
、
栃
木

教
区
で
す
と
か
、
福
島
教
区
で
す
と
か
、
私
の
所
属
し
て
お
り
ま
す

千
葉
教
区
と
い
う
の
は
実
施
率
が
10
％
以
下
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
大

変
実
施
率
が
教
区
別
に
大
き
な
差
が
あ
る
と
い
う
の
が
現
状
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
1
）
で

は
、
在
家
向
け
の
五
重
相
伝
、
過
去
ど
う
い
う
形
で
行
わ
れ
て
き
た

の
か
と
い
う
こ
と
と
、
最
近
ど
う
い
う
や
り
方
で
実
施
さ
れ
て
い
る

の
か
、
こ
う
い
っ
た
現
状
を
振
り
返
り
ま
し
て
、
浄
土
宗
の
重
要
な

布
教
手
段
で
あ
る
五
重
相
伝
を
今
後
い
か
に
進
め
て
い
く
か
と
い
う

と
こ
ろ
に
結
び
つ
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
ど
う
す
る
か
に
つ
き
ま
し
て
は
、
明
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

主
に
議
論
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
本
日
は
過
去
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す
。

　

皆
様
方
、
お
手
元
の
資
料
の
中
に
質
問
用
紙
が
入
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
各
パ
ネ
ル
の
先
生
方
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
間
に
で

も
ま
た
質
問
を
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

宇
高
先
生
の
資
料
は
「
浄
土
宗
の
江
戸
時
代
の
諸
法
度
に
見
ら
れ

る
化
他
五
重
の
取
り
扱
い
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
資
料
、
正
村
先
生

の
資
料
は
「
結
縁
五
重
相
伝
の
現
状
」
と
い
う
資
料
、
横
井
先
生
の

資
料
は
「
五
重
相
伝
の
歴
史
と
現
状
」
と
題
し
ま
し
た
も
の
と
、
Ｂ

4
版
の
資
料
2
枚
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
は
宇
高
先
生
の
資
料
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
早
速
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
宇
高
先
生
か

ら
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ほ
う
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
宇
高　

そ
れ
で
は
、
私
の
ほ
う
か
ら
、
今
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

か
ら
ご
説
明
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
お
手
元
の
ほ
う
に
「
浄
土
宗

の
江
戸
時
代
の
諸
法
度
に
見
ら
れ
る
化
他
五
重
の
取
り
扱
い
方
に
つ

い
て
」
と
い
う
雑
誌
論
文
の
コ
ピ
ー
を
配
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
も
し
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
挙
手
を
い
た
だ
き
ま
す

れ
ば
、
事
務
方
が
配
付
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
東
京
教
区
豊
島
組
正
受
院
の
ご
住
職
を
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

　

3
人
目
の
先
生
は
、
横
井
照
典
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
拍
手
）

　

昭
和
9
年
、
極
楽
寺
さ
ま
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
て
、
先
生

は
日
本
大
学
工
学
部
の
電
気
工
学
科
の
卒
業
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
般

企
業
に
お
勤
め
に
な
り
ま
し
て
、
26
年
間
に
わ
た
っ
て
採
用
と
か
労

務
管
理
を
ご
担
当
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
昭

和
53
年
、
会
社
退
職
後
に
住
職
に
ご
専
念
、
総
本
山
知
恩
院
さ
ま
の

布
教
師
に
就
任
な
さ
い
ま
し
て
、
現
在
、
浄
土
宗
の
常
任
布
教
師
で
、

総
本
山
知
恩
院
の
布
教
師
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
浄
土
宗
で
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
五
重
推
進
委
員
会
の
委
員

に
も
就
任
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
現
在
は
極
楽
寺
の
ご
住

職
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
3
名
の
先
生
方
に
、
歴
史
と
現
状
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
日
の
進
め
方
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
ず
、
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方

に
、
20
分
を
め
ど
と
し
ま
し
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ご
報
告
を

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
若
干
の
休
憩
を
挟
み
ま

し
て
、
休
憩
の
間
に
皆
様
方
か
ら
の
ご
質
問
を
集
め
て
、
後
半
は
ご

質
問
に
回
答
す
る
と
い
う
形
で
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
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が
多
い
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

江
戸
幕
府
は
、
浄
土
宗
の
在
家
に
対
す
る
五
重
を
禁
止
し
た
と
い

う
元
和
元
年
の
こ
の
法
度
が
大
変
有
名
な
た
め
に
、
そ
う
思
わ
れ
て

い
る
方
が
多
い
の
で
す
が
、
順
次
説
明
し
て
ま
い
り
ま
す
が
、
正
徳

年
間
、
そ
の
ぐ
ら
い
の
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
に
な
っ
て
く
る
と
、
条

件
つ
き
で
例
外
で
許
さ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
元
和
の
浄
土
宗
の
基
本
法
度
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
け
れ

ど
も
、
正
徳
年
間
に
入
っ
て
く
る
と
、
例
外
措
置
で
、
数
名
の
者
に

対
し
て
の
化
他
五
重
が
認
め
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

元
和
の
そ
う
い
う
条
例
が
基
本
に
な
っ
て
、
享
保
年
間
か
ら
天
明

年
間
、
も
う
少
し
下
が
っ
て
く
る
と
も
っ
と
化
他
五
重
も
例
外
的
に

許
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
き
ょ
う
一
つ
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
元
和
元
年
の
浄
土
宗

法
度
で
江
戸
幕
府
は
間
違
い
な
く
在
家
の
方
に
対
す
る
五
重
を
禁
止

し
た
と
い
う
条
項
が
大
変
有
名
で
あ
る
た
め
に
、
か
な
り
の
方
々
が
、

江
戸
時
代
を
通
し
て
幕
府
は
ず
っ
と
化
他
五
重
を
禁
止
し
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
潜
る
と
い
う
言
葉
は
俗
な
言
葉
に
な
り
ま
す
が
、

そ
こ
か
ら
抜
け
る
よ
う
な
形
で
化
他
五
重
を
や
っ
て
き
た
と
思
わ
れ

る
と
大
変
気
の
毒
な
も
の
で
す
か
ら
、
江
戸
時
代
の
正
徳
年
間
以
降
、

後
に
な
っ
て
く
る
と
、
数
の
制
限
は
設
け
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、

　

与
え
ら
れ
ま
し
た
時
間
が
20
分
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

か
な
り
の
分
量
の
論
文
を
書
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
全
文
を
紹
介
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
要
旨
を
取
り
な

が
ら
、
一
体
、
江
戸
時
代
の
江
戸
幕
府
と
い
う
も
の
は
、
浄
土
宗
の

化
他
五
重
、
こ
の
呼
称
に
つ
い
て
も
後
で
説
明
を
い
た
し
ま
す
が
、

ど
う
い
う
変
遷
が
あ
っ
た
の
か
、
概
略
を
申
し
上
げ
て
、
こ
れ
か
ら

の
お
話
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

江
戸
幕
府
は
、
元
和
元
年
、
西
暦
で
い
え
ば
1
6
1
5
年
で
す
が
、

浄
土
宗
法
度
と
い
う
も
の
を
制
定
し
て
、
そ
の
中
で
、
江
戸
幕
府
は

基
本
的
に
、
こ
の
資
料
で
申
し
上
げ
ま
す
れ
ば
2
枚
目
の
と
こ
ろ
に
、

元
和
元
年
の
浄
土
宗
法
度
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す

が
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
「
対
在
家
之
人
、
不
可
令
相
伝
五
重
・
血
脈

事
」
と
い
う
大
変
有
名
な
条
項
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

元
和
元
年
七
月
に
江
戸
幕
府
が
制
定
し
た
浄
土
宗
法
度
の
中
で
、

江
戸
幕
府
は
、
在
家
の
人
に
関
し
て
五
重
を
相
伝
す
る
こ
と
を
禁
止

す
る
と
い
う
大
変
有
名
な
条
目
を
発
布
し
て
お
り
ま
す
。

　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
細
か
い
こ
と
を
ご
承
知
の
方
が
少
な
い
た

め
に
、
江
戸
時
代
に
は
、
江
戸
幕
府
が
浄
土
宗
法
度
で
在
家
に
対
す

る
五
重
を
禁
止
し
た
た
め
に
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
在
家
に
対
す
る

五
重
は
禁
止
で
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
な
認
識
で
理
解
さ
れ
て
い
る
方
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っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
浄
土
宗
法
度
と
い
う
の
は
、
原
則
と
し

て
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
最
も
基
本
と
な
っ
た
法
度
で
す
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
化
他
五
重
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
後
の
資
料
が
在
家
の
人
に
対
す
る
五
重
の
こ
と
を
化
他
五
重
と

言
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
化
他
五
重
と
い
う
ふ
う
な
言
い

方
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

元
和
の
法
度
で
禁
止
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
江
戸
幕
府
の
制
定
し
た
法
度
と
い

う
も
の
は
、
現
実
に
行
わ
れ
て
い
た
行
為
を
禁
止
す
る
た
め
に
法
度

を
作
成
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
江
戸
幕
府
の
法
度
と
い
う
も
の
は
、

観
念
的
な
法
度
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

例
え
て
み
ま
す
れ
ば
、
江
戸
幕
府
は
た
び
た
び
キ
リ
シ
タ
ン
に
対

す
る
取
り
締
ま
り
の
法
度
を
制
定
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
を
ど
う
と
ら

え
る
か
。
江
戸
幕
府
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
た
び

た
び
法
度
を
制
定
し
た
と
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
江
戸
時
代
に
は

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
潜
在
的
な
力
が
非
常
に
強
か
っ
た
の
で
、
江
戸

幕
府
は
そ
れ
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
法
度
を
制
定
し
た
。
江
戸
幕
府

の
制
度
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
江
戸
幕
府
が
在
家
に
対
す
る
五
重
を
禁
止
し
た
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
こ
ろ
既
に
潜
在
的
に
在
家
に
対
す
る
五
重
伝
授
が
行
わ

篤
信
者
に
対
し
て
在
家
の
化
他
五
重
は
許
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う

こ
と
を
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
少
し
き
ょ
う
は
説
明
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
、
き
ょ
う
私
が
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
く
ね
ら
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
回
、
ほ
と
ん
ど
布
教
師
会
の
ご
要
職
に
あ
る
方
々
が
こ
こ
で
パ

ネ
ラ
ー
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
私
は
そ
ち
ら
の
方
面

は
全
く
う
と
い
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
宗
教
史
み
た
い
な
こ
と
を

専
攻
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
中
で
、
特
に
幕
府
の
法
令
や
規

則
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
宗
だ
け
で
は
な
く
て
、
諸
宗
の
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
も
承
知
を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
と
き
に
集
め
た

浄
土
宗
関
係
の
法
度
、
規
則
類
の
中
で
、
化
他
五
重
に
つ
い
て
は
ど

う
い
う
取
り
扱
い
の
変
遷
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
具
体
的
に

典
拠
を
明
示
し
な
が
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
す
と
本
論
の
話
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
の
で
、
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
2
枚
目
に
入
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

て
、
さ
っ
き
最
初
に
申
し
上
げ
た
元
和
元
年
の
浄
土
宗
法
度
と
い
う

と
こ
ろ
で
、
在
家
の
人
に
対
し
、
五
重
と
血
脈
を
相
伝
せ
し
む
べ
か

ら
ざ
る
の
こ
と
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

さ
っ
き
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
浄
土
宗
法
度
と
い
う
の

は
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
浄
土
宗
教
団
の
最
も
基
本
的
な
法
度
に
な
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人
々
を
迷
わ
す
と
か
、
あ
る
い
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
宗
教
の
力
、
一

向
一
揆
、
法
華
宗
な
ど
の
宗
教
勢
力
と
い
う
も
の
が
非
常
に
政
権
担

当
者
に
と
っ
て
弊
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
よ
く
承
知
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
で
き
る
だ
け
教
団
の
力
、
寺
院
の
力
を
抑
え
込
も
う
と
し

て
お
り
ま
す
し
、
い
い
加
減
な
お
坊
さ
ん
が
教
化
を
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
を
嫌
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
形
で
在
家
に
対
す

る
五
重
を
こ
の
と
き
に
禁
止
し
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　

浄
土
宗
法
度
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
制
定
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、

こ
の
こ
ろ
浄
土
宗
で
学
僧
と
し
て
有
名
だ
っ
た
、
伝
通
院
を
開
山
し
、

後
に
観
智
国
師
の
後
、
増
上
寺
に
入
っ
て
ま
い
り
ま
す
正
誉
廓
山
と

い
う
お
坊
さ
ん
が
お
り
ま
す
。
後
ろ
の
と
こ
ろ
に
書
い
て
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
廓
山
上
人
が
将
軍
の
前
に
出
て
、
浄
土
宗
法
度
う
ん
ぬ

ん
と
い
う
資
料
が
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
江
戸
幕
府
は
い
ろ
い
ろ
な
宗
派
の
法
度
を
こ
の
と
き
に

つ
く
っ
て
お
り
ま
す
が
、
江
戸
幕
府
が
全
部
の
宗
派
の
法
度
を
つ
く

れ
る
わ
け
が
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
事
前
に
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
有

力
者
に
草
案
を
提
出
さ
せ
て
、
下
書
き
を
提
出
さ
せ
て
、
そ
れ
が
江

戸
幕
府
の
基
本
方
針
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、

承
認
を
し
て
お
り
ま
す
。

れ
て
い
た
と
い
う
ふ
う
な
見
方
の
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
江
戸

時
代
の
法
度
に
禁
止
条
項
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
逆
で
、
そ

う
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
そ
れ
を
禁
止
し
た
と
い
う
こ
と

の
ほ
う
が
、
江
戸
幕
府
の
制
定
の
ね
ら
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

次
に
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
室
町
時
代
中
期
、
文
明
年
間
ご

ろ
に
三
河
松
平
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
岡
崎
大
樹
寺
の
勢
誉
愚
底
が
松

平
親
忠
に
五
重
を
相
伝
し
た
こ
と
が
最
初
だ
と
後
世
の
本
に
は
書
い

て
あ
り
ま
す
。
大
樹
寺
関
係
の
資
料
の
中
に
、
勢
誉
愚
底
が
親
忠
に

五
重
を
伝
授
し
た
と
い
う
お
話
は
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
残
念
な
が

ら
、
具
体
的
な
裏
付
け
は
持
ち
得
ま
せ
ん
し
、
徳
川
幕
府
の
こ
と
で

す
か
ら
、
松
平
家
の
祖
先
の
こ
と
を
出
せ
ば
非
常
に
強
力
だ
っ
た
の

で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
多
分
に
言
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
元
和
年
間
以
前
か
ら
在
家
に
対
す
る
五
重
は
行
わ
れ
て
い

た
の
を
、
そ
れ
が
江
戸
幕
府
の
方
針
に
合
致
し
な
い
か
ら
禁
止
し
た

の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
こ
の
松
平
う
ん
ぬ
ん
と
い
う
の
は
、
お
話
を
つ
く
る

上
で
一
番
効
果
的
な
人
物
を
と
ら
え
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
と
き
に

具
体
的
な
事
例
の
例
証
を
求
め
得
ま
せ
ん
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い

う
こ
と
は
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
江
戸
幕
府
は
、
い
い
加
減
な
お
坊
さ
ん
た
ち
が
非
常
に
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代
の
要
請
や
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
か
ん
が
み
て
、
付
則
や
細
則
や
変

更
が
数
多
く
出
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

さ
っ
き
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
江
戸
幕
府
の
法
令
と
い
う
の

は
、
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
実
質
的
な
も
の
で
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
従
来
行
わ
れ
て
い
た
慣
習
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
上
に

立
っ
て
こ
の
法
度
が
つ
く
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
さ
っ
き
言

い
ま
し
た
よ
う
に
、
逆
説
的
に
言
え
ば
、
そ
の
こ
ろ
既
に
在
家
に
対

す
る
五
重
も
行
わ
れ
て
い
た
。

　

在
家
の
化
他
五
重
も
、
当
時
、
檀
林
以
外
の
一
般
人
で
も
実
施
さ

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
僧
侶
の
伝
法
の
厳
格
化
を
図
る
幕
府

の
方
針
、
こ
れ
は
多
分
、
ほ
か
に
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
室

町
期
か
ら
江
戸
期
に
入
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
檀
林
と
い
う
組
織
が

設
け
ら
れ
て
、
浄
土
宗
の
僧
侶
の
養
成
は
檀
林
に
一
元
化
さ
れ
ま
す

が
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
早
い
時
代
に
は
、
各
地
で
私
は
浄
土
宗
僧
侶

の
養
成
が
檀
林
に
独
占
さ
れ
な
い
形
で
行
わ
れ
て
い
た
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
と
は
っ
き
り
し
な
い
お
坊
さ
ん
が
で
き
て
し

ま
う
の
で
、
江
戸
幕
府
は
お
坊
さ
ん
の
数
を
統
制
し
、
お
坊
さ
ん
は

学
問
に
専
念
さ
せ
る
と
い
う
目
的
に
合
致
し
な
い
の
で
、
檀
林
制
度

と
い
う
も
の
が
で
き
て
、
お
坊
さ
ん
も
組
織
化
さ
れ
た
。
そ
う
い
う

　

こ
の
と
き
に
、
浄
土
宗
法
度
の
草
案
の
作
成
者
は
、
伝
通
院
の
開

山
で
あ
る
正
誉
廓
山
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
彼
が
下
書
き
を
持
っ
て
い

っ
て
、
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
の
チ
ェ
ッ
ク

を
受
け
た
上
で
、
元
和
元
年
の
七
月
に
出
さ
れ
た
の
が
こ
の
法
度
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

当
然
、
廓
山
は
そ
の
こ
ろ
、
教
団
内
部
で
行
わ
れ
て
い
た
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
の
清
規
と
か
法
度
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
を
し
て

お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
規
則
を
勘
案
し
た
上
で
、
こ
の
法
度
を
江

戸
幕
府
の
方
針
に
合
う
よ
う
に
作
成
し
て
お
り
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
り

ま
す
が
、
彼
は
当
然
、
い
い
加
減
な
在
家
に
対
す
る
五
重
を
禁
止
す

る
こ
と
を
江
戸
幕
府
が
ね
ら
っ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
、
こ
の
よ

う
な
条
項
を
入
れ
た
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

元
和
の
法
度
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
6
ペ
ー
ジ
目
に
概
要
を
書
い

て
お
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
五
重
相
伝
と
直
接
か
か
わ
り
が
な

い
の
で
、
7
ペ
ー
ジ
の
ほ
う
へ
行
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

7
ペ
ー
ジ
の
と
こ
ろ
で
、
元
和
に
出
さ
れ
た
浄
土
宗
法
度
の
内
容

は
、
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
や
が
て
こ
れ
ら
に
細
則
や
追
加
の
条

目
が
つ
け
ら
れ
て
実
施
さ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

基
本
的
に
は
、
浄
土
宗
法
度
が
原
則
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
時
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さ
ら
に
、
寛
文
十
一
年
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
、
特
に
所
化
分
の
者
、

能
化
で
な
い
者
、
そ
れ
が
五
重
相
伝
を
や
る
こ
と
を
特
に
禁
止
し
て

お
り
ま
す
。
所
化
分
の
者
や
、
隠
遁
の
上
人
と
い
っ
て
、
正
式
の
伝

法
資
格
を
持
っ
て
い
な
い
お
坊
さ
ん
た
ち
が
た
く
さ
ん
に
こ
れ
を
や

っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
強
く
禁
止
す
る
よ
う
な

条
例
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

8
ペ
ー
ジ
の
真
ん
中
辺
で
、
恵
谷
先
生
の
論
文
か
ら
引
用
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
恵
谷
先
生
は
こ
の
禁
止
条
項
を
ご
ら
ん

に
な
ら
れ
て
、
こ
の
定
書
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
能
化
の
人
の
化
他

五
重
は
認
め
て
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
は
後
の
と
こ
ろ
で
も
う
1
回
資
料
を
挙
げ
て
説
明
を
い
た
し

ま
す
が
、
能
化
な
ら
ば
、
伝
法
資
格
を
持
っ
て
い
れ
ば
化
他
五
重
を

オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
ー
で
認
め
た
と
は
、
ま
だ
江
戸
幕
府
の
基
本
方
針

か
ら
考
え
て
無
理
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
、
次
に
、
貞
享
三
年
ま
で
行
き
ま
す
。
諸
檀
林

法
度
の
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
で
も
在
家
の
人
に
対
し
て
五
重
や
血
脈
を

相
承
し
て
は
い
け
な
い
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
9
ペ
ー
ジ
目
の
1
行
目
の
ほ
う
に
、「
縦
雖
為
寺

持
、
限
其
寺
檀
那
、
五
拾
歳
巳
上
之
者
、
或
臨
命
終
之
者
可
除
之
」

と
い
う
ふ
う
に
し
て
、
お
年
寄
り
や
亡
く
な
り
そ
う
な
方
に
対
し
て

中
で
五
重
も
必
然
的
に
禁
止
、
化
他
に
対
す
る
五
重
も
禁
止
さ
れ
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
も
の
が
今
度
、
原
理
原
則
は
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
が
、

時
代
の
下
降
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
申
し
上
げ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

7
ペ
ー
ジ
の
と
こ
ろ
へ
ま
い
り
ま
し
て
、
出
典
や
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
を
言
っ
て
い
る
と
切
り
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
こ
に
書
い
て
あ

る
と
い
う
こ
と
で
お
許
し
を
い
た
だ
き
ま
す
が
、
万
治
三
年
ぐ
ら
い

に
な
り
ま
す
と
、
そ
こ
で
も
「
猥
（
み
だ
り
に
）」
と
い
う
言
葉
が

入
っ
て
い
ま
す
が
、
五
重
相
伝
、
在
家
の
人
に
対
す
る
も
の
は
禁
止

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
次
の
寛
文
五
年
、
そ
こ
も
8
ペ
ー
ジ
の
ほ
う
に
資
料
が

載
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
、
付
則
の
と
こ
ろ
で
「
対

俗
在
五
重
相
伝
可
為
停
止
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
「
但
、
五
十
余
信
厚
之
仁
者
可
有
用
捨
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
よ

う
に
、「
猥
」
と
書
い
て
あ
っ
た
も
の
は
、
こ
の
辺
に
な
っ
て
く
る

と
、
一
律
禁
止
で
は
な
く
て
、
こ
の
こ
ろ
で
五
十
と
い
う
こ
と
は
老

齢
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
老
齢
と
篤
信
者
に
は
五
重
を
授
け
て
も

い
い
よ
と
い
う
ふ
う
に
、「
猥
」
と
い
う
言
葉
に
少
し
余
裕
が
出
て

き
て
い
ま
す
。
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4
～
5
行
目
あ
た
り
の
と
こ
ろ
に
、
享
保
十
八
年
の
増
上
寺
の
僧
録

所
が
制
定
し
た
璽
書
布
薩
戒
の
定
書
、
そ
の
中
で
「
寺
院
対
在
家
、

化
他
五
重
結
縁
相
承
之
儀
」、
こ
れ
は
、
化
他
五
重
と
結
縁
相
承
は

違
い
ま
す
。
化
他
五
重
の
結
縁
相
承
と
読
ま
な
い
で
、
化
他
五
重
と

結
縁
相
承
と
読
む
べ
き
で
す
。
詳
細
は
後
で
説
明
し
ま
す
。

　
「
別
而
正
徳
六
申
年
定
法
之
通
、
選
老
輩
之
信
男
・
信
女
、
壱
ヶ

年
之
内
、
不
可
過
二
、
三
輩
事
」
と
い
う
ふ
う
に
、
さ
っ
き
言
っ
た

10
ペ
ー
ジ
に
、
正
徳
六
年
に
法
度
の
中
で
正
式
に
数
の
限
定
は
あ
り

ま
す
が
、
在
家
の
人
に
対
す
る
化
他
五
重
を
許
す
と
い
う
条
文
が
出

た
結
果
、
そ
れ
以
降
で
は
、
正
徳
六
年
の
と
き
に
許
さ
れ
た
と
お
り
、

数
を
限
定
し
て
許
さ
れ
る
の
だ
よ
と
、
江
戸
幕
府
の
増
上
寺
の
僧
録

所
の
法
度
の
中
で
公
式
に
正
徳
六
年
の
法
度
を
先
行
さ
せ
て
、
裏
づ

け
と
し
て
許
し
出
し
て
き
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
出
し
て
お
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、

江
戸
の
お
寺
で
も
ち
ゃ
ん
と
や
っ
た
例
も
知
っ
て
お
り
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
に
、
次
の
12
ペ
ー
ジ
に
入
っ
て
、
正
式
の
も
の
で
な
い
、

璽
書
を
許
可
さ
れ
て
い
な
い
者
が
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
の
法

度
の
中
で
は
繰
り
返
し
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
さ
っ
き
、
化
他
五
重

と
結
縁
五
重
が
違
う
よ
と
申
し
上
げ
た
こ
と
を
、
12
ペ
ー
ジ
の
最
後

の
行
の
規
則
の
と
こ
ろ
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

五
重
を
授
け
る
こ
と
は
例
外
が
あ
る
よ
と
い
う
ふ
う
に
、
江
戸
時
代

も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
例
外
措
置
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

　
「
同
行
免
許
之
於
信
心
檀
越
者
、
可
有
用
捨
事
」、
だ
か
ら
、
信
心

の
深
い
高
齢
の
者
だ
っ
た
ら
在
家
の
者
で
も
、
数
が
限
定
さ
れ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
あ
る
よ
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
貞
享
三
年
、
元
禄
十
年
、
そ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
で

も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
出
て
き
ま
す
が
、
さ
っ
き
冒
頭
で
申
し
上
げ

ま
し
た
よ
う
に
、
9
ペ
ー
ジ
目
の
最
後
に
正
徳
六
年
四
月
付
の
五
重

相
伝
の
定
書
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
で
、
化
他

に
対
す
る
五
重
相
伝
が
大
き
く
変
化
を
遂
げ
ま
す
。

　

こ
こ
の
と
こ
ろ
の
第
1
条
目
は
、
隠
遁
の
者
、
道
心
の
者
、
資
格

が
な
い
者
が
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
で
「
一
、
於

末
々
寺
院
」
う
ん
ぬ
ん
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
次
の
行
に
「
但
、
於

為
其
寺
之
檀
越
、
或
由
緒
有
之
老
衰
之
信
男
・
信
女
者
可
有
容
赦
、

雖
然
一
箇
年
ニ
不
可
過
二
、
三
輩
事
」
と
い
う
ふ
う
に
、
正
徳
六
年

の
と
き
に
、
お
年
寄
り
の
信
仰
心
の
あ
る
男
女
に
つ
い
て
は
化
他
五

重
も
許
す
よ
、
た
だ
し
、
1
箇
年
に
2
～
3
人
だ
よ
と
い
う
形
で
、

こ
こ
の
正
徳
六
年
に
初
め
て
具
体
的
な
形
で
化
他
五
重
を
今
ま
で
と

違
っ
て
正
式
な
形
で
許
可
を
出
し
ま
す
。

　

そ
れ
が
も
う
少
し
先
へ
行
き
ま
す
が
、
11
ペ
ー
ジ
の
終
わ
り
か
ら
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で
は
、
結
縁
相
承
と
は
何
だ
と
言
わ
れ
る
と
、
私
も
明
確
な
解
答

は
持
ち
得
ま
せ
ん
が
、
資
料
を
読
ん
で
い
て
感
覚
的
な
答
え
で
申
し

上
げ
ま
す
が
、
化
他
五
重
の
よ
う
な
本
格
的
な
形
の
も
の
で
は
な
く

て
、
恐
ら
く
短
期
間
の
多
く
の
方
々
を
集
め
て
授
戒
や
何
か
、
こ
れ

に
血
脈
伝
持
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
に
近
い
形
の
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

例
え
て
み
ま
す
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
祐
天
上
人
達
が
奥
女
中
さ
ん

や
何
か
に
よ
く
そ
う
い
う
も
の
の
伝
授
を
さ
れ
て
い
る
の
に
、
あ
れ

を
1
週
間
や
っ
た
と
も
、
幾
日
も
や
っ
た
と
も
思
え
ま
せ
ん
の
で
、

そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
能
化
の
結
縁
相
乗
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
ろ

う
と
、
こ
こ
の
部
分
は
宇
高
の
推
測
で
ご
ざ
い
ま
す
。
資
料
を
読
ん

で
い
る
上
で
判
断
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
化
他
五
重
の

結
縁
相
乗
と
は
江
戸
時
代
に
は
分
け
て
い
た
よ
と
い
う
こ
と
だ
け
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
後
ず
っ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
続
く
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

14
ペ
ー
ジ
に
行
っ
て
、
真
ん
中
辺
か
ら
ち
ょ
っ
と
後
の
と
こ
ろ
に
天

明
年
間
の
資
料
を
出
し
て
お
き
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
今
度
は
「
化
他

安
心
相
承
者
」
と
い
う
形
で
使
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
15
ペ
ー
ジ
の
次
の
寛
政
年
間
、
も
っ
と
年
代
が
下
が

る
と
、
こ
の
資
料
で
も
「
化
他
安
心
相
承
者
」
と
い
う
よ
う
な
形
で

　
「
寺
院
対
在
家
、
化
他
五
重
結
縁
相
承
之
儀
者
、
量
自
己
之
涯
分
、

於
伝
法
未
熟
者
可
有
斟
酌
事
」
う
ん
ぬ
ん
と
書
い
て
あ
っ
て
、「
二
、

三
輩
」、
最
後
に
行
っ
て
、
次
の
行
の
真
ん
中
よ
り
後
、「
乍
然
、
於

他
寺
檀
那
者
一
向
可
停
止
之
」、
よ
そ
の
お
寺
の
檀
家
に
つ
い
て
は

や
っ
て
は
い
け
な
い
、
自
分
の
寺
の
そ
う
い
う
者
だ
け
や
っ
て
い
い
。

　
「
但
、
能
化
結
縁
相
承
者
」、
要
す
る
に
、
能
化
の
結
縁
相
承
は
と

断
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
さ
っ
き
化
他
五
重
と
結
縁
相
承
が
違
う
と

言
っ
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

　

化
他
五
重
と
い
う
の
と
、
能
化
の
結
縁
相
承
は
「
可
為
格
別
事
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
能
化
が
結
縁
相
乗
を
や
る
の
は
化
他
五

重
と
言
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
い
い
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

　

私
の
こ
の
文
章
の
中
で
、
13
ペ
ー
ジ
の
前
か
ら
7
行
目
、
能
化
に

は
数
や
寺
の
制
限
は
な
く
、
一
時
に
多
数
の
人
々
に
化
他
五
重
を
授

与
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
は
私
が
言
葉
足
ら
ず
で
、
資
料
ど
お
り
読
め
ば
、
こ
こ
の
化

他
五
重
と
い
う
の
は
、
結
縁
相
乗
を
授
与
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い

た
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
化
他
五
重
ま
で
言
う
の
は
言
い
過
ぎ
だ
と

思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
最
後
の
結
論
で
同

じ
文
章
を
引
用
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
こ
は
化
他
五
重
で
は
な
く
て
、

結
縁
相
承
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
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最
後
さ
ら
っ
と
、
16
ペ
ー
ジ
以
降
で
、
今
申
し
上
げ
て
き
た
こ
と

の
ま
と
め
を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
確
認
の
た
め
も
う
一
回
そ
こ
の

と
こ
ろ
を
少
し
触
れ
な
が
ら
整
理
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
私
の
ご
報

告
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
と
め
の
16
ペ
ー
ジ
の
ほ
う
へ
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

浄
土
宗
の
伝
法
は
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
関
東
の
十
八
檀
林
に
限
定

さ
れ
る
ま
で
は
、
各
地
の
有
力
寺
院
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
伝
法
や
僧

侶
養
成
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
私
、
ほ
か
の
論
文
で
、
安
土
の
浄

厳
院
な
ど
の
例
を
出
し
な
が
ら
、
檀
林
以
外
で
も
幾
ら
で
も
僧
侶
養

成
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
説
明
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
各
地
で
伝
法
が
実
施
さ
れ
て
僧
侶
養
成
が
行
わ
れ
る

と
、
江
戸
幕
府
の
教
団
一
本
化
を
目
指
す
寺
院
統
制
策
上
不
都
合
が

生
じ
る
の
で
、
幕
府
は
自
己
の
管
轄
下
に
あ
る
関
東
の
十
八
檀
林
だ

け
に
伝
法
を
独
占
さ
せ
、
浄
土
宗
の
僧
侶
養
成
を
支
配
下
に
置
い
た
。

　

当
然
、
在
家
の
伝
法
で
あ
る
化
他
五
重
も
、
各
地
で
実
施
さ
れ
て

い
た
も
の
を
、
同
様
の
理
由
で
、
元
和
の
浄
土
宗
法
度
を
も
っ
て
禁

止
し
た
。

　

し
か
し
、
化
他
五
重
は
、
伝
法
資
格
の
な
い
所
化
や
道
心
者
が
授

与
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
早
い
時
期
か
ら
寺
院
住
持
が

使
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
あ
た
り
に
な
っ
て
く
る
と
も
う
、
前
に
先
行
し
た
も
の
が
優

先
し
て
ま
い
り
ま
し
て
、
14
ペ
ー
ジ
に
話
を
返
し
ま
す
が
、
天
明
六

年
、
そ
こ
の
「
化
他
安
心
相
承
者
」
の
次
の
行
、「
其
人
之
年
齢
・

信
心
之
厚
薄
等
相
糺
、
門
中
・
組
合
証
明
致
し
、
於
本
寺
・
触
頭
承

届
候
上
、
許
容
者
不
可
過
五
、
三
人
、
尤
法
式
厳
重
可
執
行
事
」
と

い
う
ふ
う
に
、
こ
れ
が
五
、
三
人
な
の
か
、
こ
の
書
き
方
が
五
、
三
、

十
五
人
な
の
か
、
な
か
な
か
微
妙
な
と
こ
ろ
で
す
が
、
と
も
か
く
、

こ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
く
る
と
、
か
な
り
の
数
が
許
さ
れ
て
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
、
次
の
寛
政
六
年
で
も
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
授
け
る

人
は
五
、
三
人
を
過
ぎ
て
は
い
け
な
い
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

右
の
と
お
り
、
天
明
六
年
前
に
出
さ
れ
た
法
度
と
い
う
ふ
う
な
形

で
、
15
ペ
ー
ジ
の
最
後
の
行
の
と
こ
ろ
、
ど
う
も
天
明
六
年
以
降
、

一
般
寺
院
で
の
化
他
五
重
が
手
続
を
経
れ
ば
公
認
さ
れ
て
き
た
よ
う

で
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
流
れ
で
行
く
と
、
最
初
、
元
和
元
年
で
は
禁

止
、
正
徳
六
年
に
例
外
処
置
を
設
け
出
し
、
天
明
年
間
、
江
戸
時
代

の
後
半
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
も
う
少
し
、
自
分
の
寺
の
檀
家

の
篤
信
者
に
限
っ
て
、
化
他
五
重
が
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
合
法

化
と
い
う
か
、
幕
府
の
規
則
の
上
で
認
め
ら
れ
て
き
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
言
え
る
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。



─ 35 ─

に
前
も
っ
て
禁
止
条
目
を
出
す
よ
う
な
江
戸
時
代
の
組
織
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

正
徳
六
年
の
五
重
相
伝
書
に
よ
る
と
、
末
々
の
寺
院
、
す
な
わ
ち
、

一
般
の
寺
院
で
も
、
檀
林
以
外
で
も
檀
家
の
篤
信
の
老
衰
者
に
限
り
、

一
年
に
2
～
3
人
の
化
他
五
重
を
許
し
て
お
り
ま
す
。

　

享
保
十
八
年
の
璽
書
布
薩
戒
定
書
類
を
見
る
と
、
正
徳
六
年
の
法

度
が
証
拠
と
な
っ
て
、
璽
書
を
許
さ
れ
た
者
、
す
な
わ
ち
、
伝
法
権

を
有
す
る
寺
院
住
持
は
在
家
の
求
め
に
応
じ
て
化
他
五
重
を
授
与
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
依
然
と
し
て
璽
書
を
許
可
さ
れ
て
い
な
い
所
化
や
道
心

者
の
化
他
五
重
は
こ
れ
以
降
も
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
寺
院
住
持

で
も
、
伝
法
権
を
有
し
て
い
な
い
者
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

享
保
二
十
年
の
布
薩
戒
や
璽
書
定
書
を
見
る
と
、
本
山
や
檀
林
住

持
で
あ
る
能
化
の
結
縁
の
化
他
五
重
は
特
別
扱
い
を
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
能
化
に
は
数
や
寺
の
制
限
は
な
く
、
結
縁
道
場
で
一
時
に
多
数

の
人
々
に
、
前
に
言
っ
た
よ
う
に
こ
こ
も
化
他
五
重
で
は
な
く
て
、

結
縁
相
承
と
訂
正
し
て
お
か
な
い
と
、
前
の
説
明
と
の
整
合
性
を
持

た
な
い
と
思
い
ま
す
。
授
与
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

私
は
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
幕
府
の
法
度
類
の
流
れ
か
ら
考
え
て
、

能
化
の
化
他
五
重
が
公
認
さ
れ
る
の
は
正
徳
六
年
以
降
。
そ
し
て
、

檀
家
の
老
齢
の
篤
信
者
や
臨
終
間
近
の
者
に
少
数
授
与
す
る
こ
と
は

容
認
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
化
他
五
重
は
、
対
象
者
か
ら
考
え
て
、
教
義
の
相
伝
を
伴
わ

な
い
、
多
分
、
結
縁
五
重
的
な
、
た
だ
、
こ
の
後
、
結
縁
五
重
と
い

う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
す
の
で
、
化
他
五
重
、
在
家
五
重
、
結
縁
五
重

の
江
戸
時
代
の
使
い
方
と
、
現
在
の
使
い
方
は
多
分
違
う
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
正
村
先
生
の
ほ
う
か
ら
お
話
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ

の
資
料
の
法
度
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
法
度
の
中

に
、
江
戸
時
代
に
は
結
縁
五
重
と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。
在
家

五
重
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
。
在
家
に
対
す
る
五
重
は
と
い
う

言
葉
は
あ
り
ま
す
が
、
圧
倒
的
に
一
貫
し
て
化
他
五
重
と
い
う
言
葉

が
江
戸
幕
府
の
法
度
に
使
わ
れ
る
、
在
家
に
対
す
る
五
重
の
呼
称
で

ご
ざ
い
ま
す
。
結
縁
五
重
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
、
多
分
、
法
度
の

中
身
か
ら
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
江
戸
時
代
の
法
度
が
た
び
た
び
所
化
や
道
心
者
の
化
他
五

重
に
禁
止
が
通
達
さ
れ
て
い
る
の
で
、
隠
れ
て
授
与
す
る
も
の
が
多

か
っ
た
こ
と
も
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
は
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
法
度
と
い
う
も

の
は
、
違
反
す
る
者
が
あ
る
か
ら
禁
止
条
目
を
出
す
の
で
、
観
念
的
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さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
の
化
他
五
重
の
伝
籍
に
よ
れ
ば
、
い
つ
成
立
し
た
か
と
い
う

の
は
、
何
ら
か
の
形
で
、
著
者
が
亡
く
な
っ
た
年
号
を
書
い
て
お
き

ま
し
た
。
義
誉
観
徹
さ
ん
と
か
、
祐
天
さ
ん
と
か
、
利
天
さ
ん
と
か
。

　

す
な
わ
ち
、
そ
の
方
が
亡
く
な
る
よ
り
も
前
に
そ
の
本
を
書
い
た

と
い
う
こ
と
は
間
違
い
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
一
連
の
書
物
と

い
う
の
は
、
大
体
、
正
徳
以
降
、
享
保
ぐ
ら
い
か
ら
後
に
そ
う
い
う

化
他
五
重
関
係
の
書
籍
類
が
多
数
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

て
、
こ
の
よ
う
な
本
が
た
く
さ
ん
発
表
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ

の
こ
ろ
に
化
他
五
重
の
要
請
が
当
時
の
人
々
の
中
で
も
か
な
り
高
ま

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

18
ペ
ー
ジ
の
ほ
う
、
恵
谷
先
生
の
引
用
は
用
例
の
紹
介
で
す
か
ら

省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

以
上
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
多
数
の
化
他
五
重
の
伝
籍
を
挙
げ
て
、

江
戸
時
代
の
中
期
よ
り
化
他
五
重
が
盛
ん
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

私
は
正
直
に
言
っ
て
、
こ
れ
は
人
名
と
書
名
を
挙
げ
た
だ
け
で
、

中
身
に
つ
い
て
は
承
知
を
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
中
身
は
よ
く
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
法
度
類
の
分
析
で
も
、
正
徳
六
年
、
享
保
十
八
年
以
降

の
書
籍
に
化
他
五
重
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

天
明
六
年
の
檀
林
法
度
以
降
に
な
る
と
、
一
般
寺
院
で
も
正
式
な
手

続
を
取
れ
ば
化
他
五
重
が
五
、
三
人
に
限
り
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
も
、
法
式
は
厳
重
の
こ
と
と
あ
り
、
単
な
る
結
縁
だ
け
で
は

な
く
、
教
義
の
相
伝
を
条
件
と
し
て
お
り
ま
す
。
江
戸
幕
府
は
後
半
、

幕
府
は
そ
う
い
う
も
の
を
許
す
か
わ
り
に
き
ち
ん
と
や
れ
と
い
う
こ

と
を
言
い
出
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
当
初
、
化
他
五
重
は
全
面
禁
止
で
あ
っ
た

も
の
が
、
多
分
、
実
質
的
、
潜
在
的
に
、
宗
派
内
と
い
う
か
、
ど
う

い
う
形
で
あ
る
か
、
化
他
五
重
の
要
請
が
あ
っ
た
た
め
に
、
最
終
的

に
江
戸
幕
府
の
ほ
う
が
そ
の
要
請
に
こ
た
え
る
よ
う
に
政
策
を
変
え

た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
決
し
て
あ
る
時
代
以
降
、
浄
土
宗
の
化
他
五
重
と
い

う
の
は
、
幕
府
の
法
令
に
違
反
す
る
形
で
潜
在
的
に
化
他
五
重
を
行

っ
た
の
で
は
な
く
て
、
数
の
制
限
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
許
さ
れ
る

者
は
化
他
五
重
を
江
戸
時
代
の
後
半
に
な
る
と
行
っ
て
い
た
。

　

既
に
恵
谷
先
生
も
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
化
他
五
重
が

一
体
い
つ
ご
ろ
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
今
日

明
瞭
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
が
、
こ
れ
は
恵
谷
先
生
の
著
書
の
引

用
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
現
存
し
て
い
る
化
他
五
重
の
書
籍
類
か
ら
見

れ
ば
、
大
体
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
の
中
期
ご
ろ
よ
り
次
第
に
伝
授
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そ
れ
で
は
、
正
村
先
生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
正
村　

正
村
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

初
め
に
、
平
成
15
年
度
の
総
合
学
術
大
会
発
表
の
「
結
縁
五
重
相

伝
会
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
中
間
報
告
を
も
と
に
、
今
日
の
一
教
区
の

現
状
報
告
を
若
干
加
え
て
発
表
い
た
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
平
成
13
年
度
の
予
備
調
査
報
告
よ
り
、「
四
つ
の
課
題
」

「
提
言
」
を
踏
ま
え
て
、
中
心
的
と
思
わ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
、
抜

粋
し
て
現
状
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
最
新
で
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
が
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
だ
と
思
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

全
国
開
筵
状
況
、
こ
れ
は
、
現
八
木
台
下
が
当
時
研
究
代
表
で
、

各
研
究
員
の
皆
さ
ん
で
つ
く
り
上
げ
た
調
査
、
中
間
報
告
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

ス
タ
ッ
フ
は
こ
の
と
お
り
、
全
国
に
及
ん
で
お
り
ま
す
。

　

講
題
は
、『
現
代
に
お
け
る
「
結
縁
五
重
相
伝
会
」
の
あ
り
方
』

と
い
う
こ
と
で
、
現
代
研
究
班
で
発
表
い
た
し
ま
し
た
。

　

目
的
は
、
平
成
13
年
度
の
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
予
備
調
査
研
究
報

告
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
現
代
布
教
研
究
班
、
成
果
報
告
の
『
教
化

研
究
』
の
第
13
号
を
踏
ま
え
て
、
全
国
各
地
の
「
五
重
相
伝
会
」
の

こ
の
よ
う
な
著
書
が
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
江
戸
幕
府
の
規

制
が
そ
の
こ
ろ
か
ら
緩
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
と
相
関
関
係
に
あ
る

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
初
期
、
一
律
的
に
禁
止
さ
れ
た
化
他
五
重
と
い
う
も

の
は
、
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
条
件
は
つ
い
て

お
り
ま
す
が
、
幕
府
が
化
他
五
重
を
公
認
し
た
と
い
う
か
、
例
外
処

置
と
し
て
認
め
て
い
た
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
江

戸
時
代
の
法
度
類
を
集
め
て
整
理
し
た
結
果
、
こ
れ
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
か
と
い
う
、
私
が
江
戸
時
代
の
宗
教
史
を
や

っ
て
い
た
者
と
し
て
、
江
戸
幕
府
の
規
則
類
を
整
理
、
編
纂
し
て
、

こ
の
よ
う
な
一
定
方
向
を
導
き
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
は
質
問
で
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

失
礼
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
岡　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
今
岡　

引
き
続
き
ま
し
て
、
正
村
先
生
の
ほ
う
か
ら
「
結
縁
五
重

相
伝
会
の
現
状
」
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
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そ
の
結
果
、
対
象
は
1
6
0
ヶ
寺
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
ご
回
答

い
た
だ
い
た
ご
寺
院
は
1
1
3
ヶ
寺
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

回
答
数
1
1
3
通
、
回
答
率
71
％
、
対
象
寺
院
1
6
0
通
。
た
だ

し
、
設
問
に
よ
っ
て
は
記
入
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
含
む
た
め
、
合

計
数
は
設
問
ご
と
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
『
教
化
研

究
』
に
細
か
く
出
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
受
者
の
人
数
で
、
西
高
東
低
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
し

て
、
西
の
ほ
う
が
盛
ん
で
、
東
は
余
り
盛
ん
で
な
い
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
年
間
に
お
け
る
受
者
総
数
は
17
、
3
3
2
名

で
、
1
1
3
ヶ
寺
と
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
。

　

グ
ラ
フ
で
見
ま
す
と
、
左
の
ほ
う
か
ら
北
海
道
で
す
ね
。
一
番
右

が
九
州
と
い
う
形
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
西
の
ほ
う
は
非
常
に
盛
ん
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
人
数
的
に
そ
う
多
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

片
や
東
北
が
中
心
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
数
字
が
後
ほ
ど
出
ま
す
が
、

一
番
上
の
と
こ
ろ
に
ご
ざ
い
ま
す
と
お
り
、
18
名
か
ら
1
、
2
0
0

名
、
平
均
す
る
と
1
5
3
名
と
い
う
受
者
数
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ

ち
ら
は
東
北
が
多
い
。

　

開
筵
す
る
寺
院
数
に
お
い
て
は
西
の
ほ
う
が
大
変
頻
繁
に
開
筵
さ

れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
け
れ
ど
も
、
人
数
的
に
い
う
と
、
か
な
り
逆

に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
受
者
の
人
数
は
東
高
西
低
と
い
う
よ
う
な

実
状
調
査
を
行
い
、
そ
の
特
色
、
課
題
、
問
題
点
を
分
析
し
、
現
代

に
お
け
る
「
結
縁
五
重
相
伝
会
」
の
あ
り
方
を
研
究
す
る
と
い
う
目

的
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
13
号
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、
4
つ
の
課
題
、
経

費
の
問
題
、
ス
タ
ッ
フ
の
人
材
の
問
題
、
用
具
等
に
関
し
て
の
問
題
、

五
重
相
伝
受
者
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
、
五
重
が
終
わ
っ
た
後
、
ど
の
よ

う
に
念
仏
相
続
を
応
援
、
支
援
し
て
い
く
か
、
そ
う
い
う
ア
フ
タ
ー

ケ
ア
の
問
題
。

　

そ
れ
ら
を
ま
と
め
ま
す
と
、
経
済
的
な
ハ
ー
ド
ル
で
開
筵
が
な
か

な
か
踏
み
出
せ
な
い
、
あ
る
い
は
、
ス
タ
ッ
フ
が
不
足
し
て
い
て
、

な
か
な
か
開
筵
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

中
間
報
告
は
、
こ
の
と
お
り
、
平
成
14
年
10
月
10
日
か
ら
15
年
2

月
に
か
け
て
「
五
重
相
伝
会
に
関
す
る
調
査
」
ア
ン
ケ
ー
ト
を
、
全

国
8
ブ
ロ
ッ
ク
、
先
ほ
ど
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
お
願
い
い
た
し
ま

し
て
、
調
査
、
集
計
い
た
し
ま
し
た
。

　

対
象
は
各
ブ
ロ
ッ
ク
16
名
の
研
究
ス
タ
ッ
フ
を
通
し
て
、
各
ス
タ

ッ
フ
10
ヶ
寺
を
目
標
に
、
五
重
開
筵
寺
院
へ
の
調
査
協
力
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
し
た
。

　

回
答
期
限
は
平
成
14
年
12
月
31
日
、
結
果
に
お
い
て
は
15
年
2
月

21
日
到
着
分
ま
で
を
集
計
い
た
し
ま
し
た
。
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％
と
い
う
こ
と
で
、
す
ご
い
な
と
、
下
か
ら
7
番
目
に
昇
格
し
て
い

る
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
前
に
一
宗
で
出
た
も
の
で
は
ワ
ー
ス
ト
5

に
入
っ
て
お
り
ま
し
て
、
開
筵
率
の
非
常
に
低
い
未
開
筵
地
域
の
代

表
的
な
教
区
が
私
が
お
り
ま
す
東
京
教
区
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
を

ち
ょ
っ
と
見
て
み
ま
す
。

　

東
京
は
4
3
4
ヶ
寺
、
開
筵
数
、
10
年
で
12
会
所
で
す
。
1
ヶ

寺
当
た
り
の
開
筵
率
は
0
・
03
％
、
こ
れ
は
一
宗
で
ち
ゃ
ん
と
出
て

お
り
ま
す
。

　

教
務
所
直
轄
の
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
10
組
ご
ざ
い
ま
す
。
城
南

組
で
1
回
、
豊
島
組
で
3
回
、
江
東
組
で
3
回
、
そ
れ
か
ら
、
北
部

組
と
い
う
と
こ
ろ
で
2
回
、
玉
川
組
で
2
回
、
八
王
子
組
で
1
回
、

こ
う
い
う
よ
う
に
12
回
と
い
う
こ
と
で
、
0
・
03
％
で
す
。

　

そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
五
重
開
筵
と
い
う
こ
と

に
非
常
に
力
を
入
れ
始
め
て
、
25
回
開
筵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
1
ヶ

寺
当
た
り
の
開
筵
率
は
倍
増
し
て
お
り
ま
し
て
、
0
・
06
％
と
い
う

こ
と
で
、
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
芝
組
で
も
開
筵
し
て
、
城
南
組
は
3

回
、
城
西
は
ま
だ
開
筵
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
豊
島
組
は
6
回
、

江
東
組
は
5
回
、
浅
草
1
回
、
城
北
は
ま
だ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
北

部
4
回
、
玉
川
4
回
、
八
王
子
1
回
、
こ
う
い
う
よ
う
に
ふ
え
て
お

り
ま
す
。

感
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
今
の
グ
ラ
フ
の
細
か
い
数
字
で
す
。

　

多
い
人
数
で
す
ね
。
全
日
出
席
と
い
う
の
は
、
全
部
出
席
し
た
パ

ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
括
弧
に
あ
り
ま
す
。
東
北
で
一
番
多
い
寺
院
は
1
、

2
0
0
名
、
し
か
し
、
全
日
出
席
さ
れ
た
、
最
後
の
道
場
は
全
部
受

け
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
る
と
大
体
20
％
。
あ
る

い
は
、
1
、
0
1
3
名
で
す
と
50
％
、
1
、
0
0
3
名
で
す
と
50
％
、

8
0
0
で
60
％
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

少
数
寺
院
、
受
者
が
少
な
い
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
東
海
で
18
名
と
一

番
少
な
い
で
す
が
、
1
0
0
％
。
北
陸
も
20
名
で
、
こ
れ
も
や
は
り

1
0
0
％
。
32
名
で
1
0
0
％
。
34
名
で
99
％
、
ご
病
気
か
も
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
少
な
い
と
か
な
り
目
立
ち
ま
す
か
ら
抜
け
ら
れ
な
い

と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
熱
心
な
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
今
の
数
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
体
、
50
名
か
ら
1
0
0
名
の

間
と
い
う
の
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
平
均
は
1
5
3

名
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

男
女
比
は
、
6
対
4
で
女
性
の
ほ
う
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

未
開
筵
地
域
、
先
ほ
ど
今
岡
先
生
か
ら
お
聞
き
し
ま
す
と
12
・
6
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7
％
、
記
入
不
備
、
ど
ち
ら
と
も
取
れ
な
い
の
が
7
％
、
あ
と
20
％

と
い
う
こ
と
で
、
黒
字
と
い
う
の
が
結
構
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
赤
字
の
収
支
寺
院
13
ヶ
寺
、
2
4
3
円
の
赤
字
か
ら
、

3
6
0
万
円
の
赤
字
と
い
ろ
い
ろ
ご
ざ
い
ま
す
。
見
て
ま
い
り
ま
す

と
、
東
北
1
6
0
万
円
、
関
東
は
か
な
り
持
ち
出
し
と
い
い
ま
す
か
、

北
陸
は
こ
の
調
査
で
は
3
6
0
万
円
と
か
な
り
持
ち
出
し
て
頑
張
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

黒
字
は
47
ヶ
寺
か
ら
ご
回
答
い
た
だ
き
ま
し
て
、
1
万
8
、

0
0
0
円
の
黒
字
か
ら
、
1
、
0
3
1
万
円
の
黒
字
と
い
う
の
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。
1
、
0
3
1
万
円
の
黒
字
と
い
う
の
は
ど
こ
か
と
い

い
ま
す
と
、
見
て
み
ま
す
と
、
東
北
で
す
。

　

黒
字
と
い
う
の
は
、
趣
旨
が
も
う
少
し
違
う
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
境
内
整
備
、
寺
院
、
伽
藍
等
を
整
備
す
る
た
め
に
、
結
縁

五
重
を
通
し
て
整
備
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
意
味
、
黒
字
の
多
い
と

こ
ろ
は
そ
う
い
う
意
味
合
い
が
多
分
に
あ
る
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
お

り
ま
す
。

　

受
者
の
側
は
ど
う
か
。

　

発
起
人
と
い
う
の
を
立
て
た
場
合
、
発
起
人
、
添
え
発
起
人
と
い

う
の
は
30
万
円
、
一
般
の
入
行
者
は
8
万
円
に
対
し
て
、
3
倍
か
ら

4
倍
ぐ
ら
い
の
発
起
人
で
す
ね
。

　

そ
れ
は
ま
た
後
ほ
ど
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

先
ほ
ど
出
ま
し
た
4
つ
の
課
題
、
経
費
の
問
題
、
ス
タ
ッ
フ
、
用

具
等
に
関
し
て
の
問
題
、
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
問
題
、
こ
う
い
う
課
題

に
対
し
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
1
つ
提
言
は
、
経
済
的
な
ハ
ー
ド
ル
に
よ
っ
て
開
筵
が
な
か

な
か
難
し
い
、
あ
る
い
は
、
ス
タ
ッ
フ
が
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
ハ

ー
ド
ル
が
あ
り
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
経
費
の
問
題
、
主
催
者
側
か
ら
見
ま
す
と
ど
う
な
の
か
と

申
し
ま
す
と
、
総
収
入
・
支
出
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
総
収
入
、
こ
れ

は
90
ヶ
寺
か
ら
回
答
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
43
と
い
う
数
は
、
約

1
、
0
0
0
万
円
と
い
う
の
が
多
い
で
す
ね
。
そ
の
次
が
1
、

5
0
0
万
円
。
1
、
0
0
0
万
円
ぐ
ら
い
が
収
入
で
見
て
お
り
ま
す
。

　

支
出
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
や
は
り
5
0
1
万
円
か
ら
1
、

0
0
0
万
円
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
数

字
が
ぴ
っ
た
り
来
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
収
入
の
回
答
が
あ
っ

て
も
支
出
の
回
答
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
1
1
4
ヶ
寺
の
お
寺
さ
ん
か
ら
の
回
答
を
得
ま
し
た
。

黒
字
に
な
っ
た
の
が
42
％
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
と
ん
と
ん
と
い
い
ま

す
か
、
収
支
ゼ
ロ
、
ぴ
っ
た
り
と
い
う
も
の
が
20
％
、
23
ヶ
寺
ご
ざ

い
ま
し
た
。
赤
字
と
い
う
の
が
11
％
、
書
い
て
い
な
い
と
い
う
の
が
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と
い
う
こ
と
で
す
。

　

受
者
冥
加
料
は
、
5
万
円
が
31
％
、
3
万
円
が
15
％
、
6
万
円
が

12
％
で
あ
る
。
3
万
円
か
ら
6
万
円
が
出
し
や
す
い
、
冥
加
料
額
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
参
考
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
全
出
席
の
受
者
の
比
率
、

先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
出
ま
し
た
が
、
回
答
1
5
0
ヶ
寺
で
ご
ざ
い
ま

す
。
数
字
が
違
う
と
こ
ろ
は
ご
勘
弁
く
だ
さ
い
。
平
均
85
％
出
席
さ

れ
て
い
る
。
大
体
の
方
が
全
日
出
席
で
す
ね
。

　

そ
し
て
、
1
0
0
％
が
20
％
、
90
か
ら
99
％
が
48
％
、
80
％
近
く

は
大
体
よ
く
出
席
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

し
て
、
1
5
3
名
が
全
国
平
均
の
受
者
数
で
す
。
そ
の
85
％
だ
と
ど

れ
ぐ
ら
い
か
、
1
3
0
名
と
い
う
数
字
で
す
と
、
皆
さ
ん
出
席
率
が

い
い
の
か
な
、
見
渡
し
が
き
い
て
、
目
が
行
き
届
く
数
か
な
と
思
い

ま
す
。

　

今
ま
で
挙
げ
ま
し
た
少
数
寺
院
の
全
日
出
席
率
を
見
る
と
、

1
0
0
％
が
多
く
見
ら
れ
る
。
少
人
数
だ
か
ら
休
む
わ
け
に
は
い
か

な
い
と
し
て
も
、
か
な
り
な
出
席
率
で
あ
る
。
全
日
出
席
者
の
％
を

高
く
保
持
す
る
た
め
に
は
、
受
者
数
を
50
人
ま
で
と
す
る
と
よ
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

2
番
目
が
ス
タ
ッ
フ
の
問
題
で
、
勧
誡
師
と
回
向
師
の
問
題
で
ご

　

そ
れ
か
ら
、
20
万
円
だ
と
添
え
発
起
人
が
10
万
円
と
か
。
こ
れ
は

5
万
円
。

　

発
起
人
25
万
円
、
添
え
発
起
人
が
15
万
円
、
一
般
は
8
万
円
。

　

一
番
発
起
と
い
う
の
が
あ
る
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
30
万
円
、

そ
れ
か
ら
、
発
起
人
が
15
万
円
。
そ
の
場
合
は
3
か
ら
4
倍
ぐ
ら
い

一
般
の
方
よ
り
も
率
先
し
て
納
め
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
特
別
発
起
、
発
起
、
一
等
、
二
等
、
三
等
、
こ
う
い

う
よ
う
な
や
り
方
も
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
普
通
は
三
等
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

5
万
円
か
ら
す
れ
ば
3
～
4
倍
近
く
お
布
施
を
し
て
い
た
だ
い
て
、

援
助
し
、
開
筵
を
円
滑
に
進
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
状
況
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

再
伝
者
の
冥
加
料
、
初
め
て
の
方
が
7
万
円
だ
と
、
再
伝
の
方
は

6
万
円
、
7
万
円
で
4
万
円
、
6
万
5
、
0
0
0
円
で
4
万
5
、

0
0
0
円
、
9
万
円
で
8
万
5
、
0
0
0
円
と
、
再
伝
の
方
は
幾
ら

か
割
引
と
い
う
感
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
例
を
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
受
者
の
冥
加
料
は
ど
こ
が

多
い
の
か
、
こ
れ
は
条
件
が
い
ろ
い
ろ
ま
ち
ま
ち
で
す
か
ら
い
か
ん

と
も
し
が
た
い
の
で
す
が
、
32
あ
る
の
は
5
万
円
で
す
ね
。
5
万
円

と
い
う
冥
加
料
が
圧
倒
的
に
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
次
は
3
万
円
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ま
す
。

　

そ
れ
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
や
は
り
京
都
の
お
上
人
で
す
ね
。
お

名
前
を
言
う
と
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
が
、
そ
の
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

同
じ
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
30
は
京
都
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
の
を
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
勧
誡
師
、
回
向
師
と
も
に

も
っ
と
も
っ
と
養
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
い

た
だ
け
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

用
具
に
関
し
て
の
問
題
、
レ
ン
タ
ル
方
式
の
採
用
、
こ
れ
は
大
本

山
増
上
寺
さ
ま
、
光
明
寺
さ
ま
で
も
お
借
り
で
き
る
よ
う
で
ご
ざ
い

ま
す
。
あ
る
い
は
、
静
岡
教
区
さ
ん
な
ど
は
教
区
の
ほ
う
で
用
具
を

持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
開
筵
さ
れ
ま
す
と
持
ち
出
し
、
レ

ン
タ
ル
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
お
持

ち
の
ご
寺
院
か
ら
寄
せ
集
め
て
や
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
す
。

　

ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
問
題
、
こ
れ
が
一
番
重
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

五
重
が
終
わ
っ
た
ら
、
あ
あ
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、

そ
の
後
、
念
仏
相
続
を
最
期
、
臨
終
の
夕
べ
ま
で
し
っ
か
り
と
支
え

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
、
例
え
ば
五
重
作
礼
と
い
う
の

が
ど
れ
ほ
ど
開
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
九
州
、
東
海
、
北
陸
、

近
畿
、
中
四
国
、
五
重
作
礼
が
盛
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
方
、
東
の

ざ
い
ま
す
。

　

勧
誡
師
の
方
を
見
て
み
ま
す
と
、
Ａ
師
と
い
う
方
が
圧
倒
的
な
数

で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
非
常
に
人
気
の
あ
る
お
上
人
、
20
％
を
占
め
て

お
り
ま
す
。

　

あ
と
、
Ｂ
師
、
Ｃ
師
、
Ｄ
・
Ｅ
師
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　

1
1
2
ヶ
寺
中
、
勧
誡
師
は
48
師
、
48
の
お
上
人
が
、
先
ほ
ど

言
っ
た
全
国
の
五
重
相
伝
会
の
勧
誡
を
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

　

そ
し
て
、
勧
誡
師
所
属
寺
院
は
ど
こ
が
多
い
か
と
い
う
と
、
こ
こ

で
す
ね
。
京
都
の
お
上
人
が
な
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
、
関
西
が

多
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
九
州
も
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
し
、
東
海
、
そ
れ
ぞ
れ
、
関
東
、
東
北
に
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
が
、
Ａ
師
と
い
う
方
が
大
変
人
気
が
あ
っ
て
、
多
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

回
向
師
の
先
生
は
ど
う
か
。
Ａ
師
は
16
％
、
こ
れ
も
圧
倒
的
に
多

い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
Ｂ
師
、
Ｃ
師
、
Ｄ
師
。

　

98
ヶ
寺
中
、
45
の
お
上
人
が
全
国
そ
れ
ぞ
れ
回
向
師
と
し
て
ご
活

躍
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
勧
誡
師
の
上
人
と
回
向
師
の
上
人
、

息
の
合
っ
た
ペ
ア
と
い
い
ま
す
か
、
組
ん
で
な
さ
れ
る
場
合
が
多
う

ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
1
人
の
方
に
集
中
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
思
い
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そ
の
ほ
か
、
勤
行
、
お
勤
め
の
会
と
か
、
詠
唱
の
会
と
か
、
法
話

会
等
を
開
き
ま
し
て
、
念
仏
相
続
を
支
え
て
、
と
も
ど
も
に
念
仏
に

励
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
中
四
国
は
8
、
東
北
の
ほ
う
は
多
う
ご

ざ
い
ま
す
ね
。
関
東
、
東
海
と
い
う
よ
う
な
分
布
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

未
開
筵
地
域
へ
の
提
言
と
い
う
こ
と
で
、
4
つ
あ
り
ま
す
が
、
五

重
の
ス
タ
ッ
フ
を
養
成
し
て
い
く
。
特
に
勧
誡
師
、
回
向
師
の
養
成

は
、
総
大
本
山
、
あ
る
い
は
、
教
区
で
養
成
し
て
い
く
。
組
織
的
に

な
さ
っ
た
ら
い
か
が
か
な
と
。

　

2
番
目
に
、
受
者
の
冥
加
料
は
、
参
加
し
や
す
い
5
万
円
前
後
が

適
当
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
全
日
出
席
率
を
勘
案
し
て
、
受
者
総
数
は
50
名
ま
で

と
す
る
。

　

4
番
目
、
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
は
人
気
の
あ
る
本
山
参
り
と
寺
院
内
教

化
活
動
を
リ
ン
ク
さ
せ
、
信
仰
の
培
養
を
目
指
し
て
、
そ
の
シ
ス
テ

ム
化
を
図
る
。
き
ち
ん
と
1
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
念
仏
相
続
を
続

け
て
い
く
、
そ
う
い
う
支
え
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

先
ほ
ど
の
未
開
筵
地
域
、
東
京
教
区
、
私
の
所
属
教
区
そ
の
後
の

取
り
組
み
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

た
ま
た
ま
法
然
上
人
八
百
年
大
遠
忌
記
念
事
業
が
各
地
で
行
わ
れ

ほ
う
は
余
り
開
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

開
筵
後
の
教
化
活
動
の
②
は
、
本
山
参
り
で
す
ね
。
こ
れ
も
先
ほ

ど
の
五
重
作
礼
と
同
じ
よ
う
に
西
の
ほ
う
が
多
う
ご
ざ
い
ま
し
て
、

中
四
国
は
当
然
、
知
恩
院
さ
ま
、
あ
る
い
は
、
本
山
に
近
い
関
係
も

あ
り
ま
し
て
こ
ち
ら
に
参
る
の
で
す
が
、
近
畿
の
方
は
余
り
近
く
て

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
お
参
り
し
て
い
る
の
で
、
あ
え
て
本
山
参
り
は
し
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
分
布
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

そ
れ
か
ら
、
念
仏
講
と
い
う
の
を
組
織
し
て
、
以
降
、
受
者
の
方

は
念
仏
講
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
中
四
国
、
先
ほ
ど
の
本
山
参
り
も

多
う
ご
ざ
い
ま
す
し
、
中
四
国
は
盛
ん
に
念
仏
講
に
入
っ
て
い
た
だ

い
て
、
定
期
的
に
恐
ら
く
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し

ゃ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
次
は
関
東
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
、
九
州
、
北
陸
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と

ば
ら
つ
き
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
お
て
つ
ぎ
信
行
奉
仕
、
こ
れ
は
受
者
の
方
で
な
く
て

も
そ
れ
ぞ
れ
な
さ
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
あ
え
て
お
聞

き
い
た
し
ま
す
と
、
近
畿
、
中
四
国
、
九
州
、
数
は
少
の
う
ご
ざ
い

ま
す
が
、
お
て
つ
ぎ
信
行
奉
仕
と
し
て
、
総
本
山
知
恩
院
さ
ま
の
ほ

う
へ
開
筵
後
の
教
化
活
動
と
し
て
参
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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仰
を
す
る
人
が
ふ
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
今
後
、
来
年
、
再
来
年
と

ふ
え
て
い
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
を
見
て
ま
い
り
ま
し
て
、
浄
土
宗
信
仰
に
よ
る
寺
院
、

教
師
の
社
会
的
存
在
強
化
と
い
う
こ
と
で
、
未
開
筵
地
域
の
可
能
性
、

お
寺
は
人
的
経
費
、
こ
れ
は
奉
仕
だ
と
。

　

未
開
筵
で
す
か
ら
、
全
く
ま
っ
さ
ら
な
の
で
、
伝
統
が
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
み
ん
な
勉
強
し
に
行
く
ん
だ
よ
、
手
伝
い
に
来
い
、
璽
書

を
受
け
た
者
は
ど
ん
ど
ん
来
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
は
勉
強

の
場
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
経
費
が
か
か
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、
江
東
組
な
ど
は
交
通
費
も
出
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
み

ん
な
が
応
援
し
合
っ
て
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
を
継
承

し
て
や
っ
て
お
り
ま
す
。
東
京
教
区
で
す
ね
。
そ
れ
が
か
え
っ
て
い

い
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
か
ら
、
ス
タ
ッ
フ
の
養
成
、
組
自
前
の
ス
タ
ッ
フ
、
地
域
で

檀
信
徒
を
育
て
て
い
く
。
だ
れ
か
最
初
は
呼
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い

で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
地
域
で
全
員
お
互
い
さ
ま
で
頑
張
っ
て
育
成

し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
教
師
に
と
っ
て
は
勉
強
の
場
で
あ
り
、
信
仰

培
養
の
場
で
あ
り
、
教
化
の
場
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
く
。

　

次
、
檀
信
徒
は
組
、
東
京
だ
と
部
と
い
う
単
位
が
あ
り
ま
す
が
、

組
、
部
単
位
、
要
す
る
に
、
地
域
単
位
の
組
織
化
、
地
域
で
支
え
合

て
い
ま
す
が
、
東
京
教
区
で
は
記
念
事
業
、
1
つ
は
法
要
、
1
つ
は

教
化
事
業
、
も
う
1
つ
は
法
然
上
人
の
御
影
を
お
つ
く
り
す
る
と
い

う
中
の
教
化
事
業
に
五
重
相
伝
会
開
筵
推
進
事
業
と
い
う
の
が
ご
ざ

い
ま
し
て
、
実
績
と
予
定
。
東
京
教
区
4
3
4
ヶ
寺
で
、
平
成
20

年
度
は
2
ヶ
寺
ご
ざ
い
ま
し
た
。
豊
島
組
、
70
ヶ
寺
あ
り
ま
す
が
、

2
ヶ
寺
。
11
月
1
日
か
ら
4
日
。
そ
れ
か
ら
、
11
月
25
日
か
ら
29
日
、

こ
れ
は
両
方
5
日
五
重
で
勤
ま
り
ま
し
た
。

　

21
年
、
こ
れ
は
3
ヶ
寺
ご
ざ
い
ま
し
て
、
城
南
組
1
ヶ
寺
、
そ
れ

か
ら
、
豊
島
組
1
ヶ
寺
、
浅
草
組
1
ヶ
寺
。
こ
れ
は
四
で
は
な
く
て

五
で
す
。
四
日
五
重
、
四
日
五
重
、
四
日
五
重
と
い
っ
て
、
3
ヶ
寺

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

来
年
は
2
ヶ
寺
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
江
東
組
が
日
時
未
定

で
す
が
1
ヶ
寺
、
そ
れ
か
ら
、
北
部
組
で
1
ヶ
寺
、
組
五
重
、
組
が

主
催
し
て
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
平
成
23
年
度
ご
正
当
の
、
秋
に
、
1
ヶ
寺
ご
ざ
い
ま

し
て
、
玉
川
組
で
す
。

　

そ
し
て
、
実
績
と
予
定
と
い
う
こ
と
の
受
者
の
こ
と
で
す
ね
。
お

寺
は
変
わ
ら
な
い
で
す
が
、
満
行
受
者
数
、
平
成
20
年
度
は
1
1
6

名
、
21
年
度
が
1
3
6
名
、
少
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
東
京
教
区
で
は
2
5
2
名
で
平
成
21
年
度
ま
で
に
念
仏
の
信



─ 45 ─

と
思
い
ま
す
。

　

大
変
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
岡　

正
村
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
今
岡　

引
き
続
き
ま
し
て
、
横
井
先
生
の
ほ
う
か
ら
お
話
を
お
伺

い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
様
お
手
元
に
資
料
は
ご
ざ
い
ま
す
で
し

ょ
う
か
。「
五
重
相
伝
の
歴
史
と
現
状
」
と
い
う
Ａ
4
の
紙
と
、
そ

れ
か
ら
、
Ｂ
4
の
紙
が
2
枚
配
付
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
横
井　

そ
れ
で
は
、
私
か
ら
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
レ
ジ
ュ
メ
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
現
在
の
私
た
ち
浄
土
宗

寺
院
の
宗
教
活
動
で
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
が
日
常
ど
う
い
う
仕
事
を

し
て
お
い
で
に
な
る
か
。
地
域
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
差
が
あ
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
が
、
1
つ
は
、
各
お
檀
家
に
月
参
り
が
あ
る
と
こ
ろ
が

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
お
葬
式
が
あ
り
ま
す
。
お
葬
式
に
関
連
し
て
、
枕
経

が
あ
り
、
お
通
夜
が
あ
り
、
そ
し
て
お
葬
式
、
告
別
式
を
や
り
、
そ

い
な
が
ら
念
仏
相
続
を
支
え
て
、
教
化
活
動
を
続
け
て
い
く
。

　

2
番
目
が
、
組
、
部
単
位
の
檀
信
徒
の
方
々
、
た
だ
ば
ら
ば
ら
に

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
教
区
内
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
し
て
つ
な
げ
な
が
ら
充
実
し
、
念
仏
相
続
の
中
に
社
会
奉
仕
活

動
を
と
い
う
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
余
分
な
こ
と
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
自
然
と
そ
う
い
う
よ
う
な
活
動
も
生
ま
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
後
の
課
題
、
組
内
自
立
を
目
指
し
て
、
勧
誡
師
、
回
向
師
の
育

成
と
受
者
育
成
、
指
導
者
の
養
成
、
各
組
ス
タ
ッ
フ
の
充
実
、
開
筵

推
進
充
実
、
強
化
、
こ
れ
は
当
然
そ
う
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は

大
事
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
受
者
育
成
の
教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
研
究
、
受
者
の

方
々
を
育
成
し
て
い
く
、
そ
れ
を
指
導
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
育
成
、
こ

れ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

東
京
教
区
で
今
、
成
人
大
学
の
講
座
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
こ
へ
受
者
の
方
々
も
呼
ば
れ
て
、
ど
ん
ど
ん
育
成
を
し
て
念
仏
信

仰
の
培
養
を
図
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

終
わ
り
に
、
寺
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
か
せ
、
総
大
本
山
、
部
、

組
、
教
区
、
セ
ン
タ
ー
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
も
っ
と
も
っ
と
手
を

携
え
て
い
け
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
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そ
こ
で
、
我
々
が
他
宗
と
区
別
で
き
る
も
の
は
何
が
あ
る
か
と
い

う
話
で
す
。
浄
土
宗
だ
と
い
う
も
の
は
何
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

こ
れ
は
、
後
で
も
申
し
ま
す
が
、
五
重
相
伝
以
外
な
い
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
浄
土
宗
だ
け
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ほ
か
の
宗
派
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
皆
さ
ん
が
お
檀
家
か
ら
、
あ
る
い
は
、
一
般
の

人
々
か
ら
、
お
た
く
の
お
寺
は
何
宗
で
す
か
、
ハ
イ
浄
土
宗
で
す
。

五
重
を
し
な
か
っ
た
ら
浄
土
宗
の
看
板
を
お
ろ
し
て
も
ら
わ
な
い
と

い
か
ん
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
極
端
に
言
っ
た
ら
。
と
い
う
の

は
、
他
宗
と
変
わ
ら
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
う

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
我
々
の
、
日
本
の
仏

教
と
い
う
も
の
を
一
度
歴
史
的
に
考
え
て
い
た
だ
い
た
ら
よ
く
わ
か

る
と
思
い
ま
す
が
、
な
る
ほ
ど
仏
教
は
奈
良
朝
時
代
に
入
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。
飛
鳥
大
仏
が
で
き
て
、
空
海
、
最
澄
が
中
国
へ
行
か
れ
、

平
安
仏
教
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
に
入
っ
て
き
た
仏
教
の
根
底
に
は
何
が
あ
る
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
仏
教
が
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
ま
し
て
、
そ
し
て
、

中
国
に
入
っ
て
、
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
道
教
、
そ

し
て
、
中
陰
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
年
忌
が
あ
り
ま
す
。
こ
う

い
う
法
務
を
し
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
年
間
で
は
、
も
う
間
も
な
く
秋
の
彼
岸
が
ま
い
り
ま

す
。
春
、
秋
の
彼
岸
の
法
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
夏
と
は
限
り

ま
せ
ん
が
、
施
餓
鬼
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
10
月
ご
ろ
か
ら
十

夜
が
あ
り
ま
す
。
12
月
は
仏
名
会
が
あ
り
ま
す
。
お
寺
に
よ
っ
て
は

涅
槃
会
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
御
忌
法
要
が
あ
り
ま
す
。

　

即
ち
、
こ
う
い
う
法
務
を
日
々
や
っ
て
お
い
で
に
な
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
浄
土
宗
だ
け
か
と
い
う
と
、
既
成
教
団
は
皆
こ
の

宗
教
活
動
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

  

そ
う
す
る
と
、
浄
土
宗
と
他
宗
の
区
別
は
ど
こ
で
す
る
の
か
、

そ
れ
は
何
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
の
宗
教
活
動
は
、
柱
に
な
っ
て

お
る
の
は
、
先
祖
崇
拝
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
浄
土
宗
だ
け
で
は
な
し
に
、
真
言
宗
で
あ
ろ
う
が
、
天
台

で
あ
ろ
う
が
、
日
蓮
宗
で
あ
ろ
う
が
、
浄
土
真
宗
で
あ
ろ
う
が
、
こ

れ
が
柱
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
宗
教
活
動
に
よ
っ
て
我
々
の
お
寺
は
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
そ
し
て
日
々
の
生
活
が
で
き
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ

れ
が
な
か
っ
た
ら
、
お
寺
の
存
続
価
値
は
ほ
と
ん
ど
な
い
わ
け
で
す
。
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て
、
そ
し
て
往
生
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
信
仰
の
根
本
だ

と
思
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
に
お
い
て
は
、
往
生
し
て
極
楽
に
生
ま
れ
る
と
い
う
の
が

浄
土
宗
の
考
え
方
で
す
ね
。
た
だ
一
心
に
阿
弥
陀
如
来
様
に
す
が
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
念
仏
を
お
称
え
す
る
の
が
本
当
の
信
者
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
現
実
は
違
う
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
日
本
古
来
の
先
祖
崇
拝
と
い
う
か
、
習
俗
的
な
も
の
も
合

わ
さ
っ
て
現
在
に
ず
っ
と
通
じ
て
い
る
の
が
、
大
体
、
東
北
ア
ジ
ア

人
の
中
に
流
れ
て
い
る
基
本
的
な
物
の
考
え
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

さ
て
、
先
ほ
ど
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
は
寺
請
制

度
の
中
で
浄
土
宗
は
存
在
し
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
と
き
は
、
浄
土

宗
の
組
織
と
い
う
の
は
縦
割
り
組
織
で
あ
り
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
時
代
か
ら
足
利
時
代
、
室
町
時
代
ま
で
は
、
浄
土
宗

の
組
織
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
横
組
織
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
、

同
行
者
の
集
ま
り
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
浄
土
宗
の
本
来
の
姿
で
あ

り
ま
す
。
蓮
如
さ
ん
が
法
然
上
人
を
慕
っ
た
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
あ
る

わ
け
で
す
ね
。
そ
の
形
で
浄
土
真
宗
は
、
現
在
の
浄
土
真
宗
に
成
長

し
た
わ
け
で
す
。

れ
か
ら
、
儒
教
と
い
う
も
の
が
中
国
で
生
ま
れ
、
仏
教
と
合
体
し
て

日
本
に
入
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
我
々
の
今
、
宗
教
活
動
を
し
て
い
る

大
き
な
も
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

簡
単
に
言
っ
た
ら
、
道
教
、
儒
教
の
上
に
仏
教
と
い
う
コ
ー
ト
を

着
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
現
在
の
日
本
仏
教
な

の
で
す
。

　

そ
う
い
う
具
合
に
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
そ
れ
で
は
、
日
本
仏
教

の
中
で
、
我
々
の
宗
祖
で
あ
り
ま
す
法
然
上
人
は
、
お
釈
迦
様
の
考

え
を
一
番
素
直
に
受
け
取
ら
れ
た
お
坊
さ
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
考
え
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
仏
教
に
近
い
。
ま
た
、

そ
の
弟
子
で
あ
る
親
鸞
さ
ん
が
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
受
け
継
い
で
い

る
。
だ
か
ら
、
親
鸞
さ
ん
は
、
亡
く
な
る
前
に
、
わ
し
が
亡
く
な
っ

た
ら
遺
体
は
鴨
川
へ
捨
て
よ
、
カ
ラ
ス
に
食
わ
せ
、
魚
に
食
わ
せ
、

墓
は
つ
く
る
必
要
は
な
い
と
言
わ
れ
た
は
ず
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
実
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
東
大
谷
へ
行

き
ま
し
た
ら
、
た
く
さ
ん
の
真
宗
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。
あ
ふ
れ
る

ほ
ど
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
宗
祖
の
考
え
方
と
現
実
は
違
う
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
い
う
具
合
に
考
え
ま
す
と
、
私
た
ち
は
、
特
に
浄
土
宗
は
、

衆
生
を
救
い
た
も
う
こ
と
を
本
願
と
す
る
阿
弥
陀
如
来
様
に
す
が
っ
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そ
れ
は
、
教
義
を
流
布
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
善
導
大
師
様
が
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
安
心
を
流
布
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。

　

浄
土
宗
教
団
は
あ
く
ま
で
も
、
本
来
、
庶
民
に
安
心
を
与
え
る
念

仏
同
行
者
の
横
組
織
で
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
念
仏
申
す
者
は
皆

同
僚
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
仲
間
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
お
坊

さ
ん
が
上
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
我
々
も
阿
弥
陀
仏
の
も
と
で
は
檀

信
徒
と
平
等
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
、
う
っ
か
り
し
て
り
ま
す
と
、
現
在
、
浄
土
宗
の
ご
住
職

は
、
自
分
ら
が
檀
信
徒
よ
り
上
や
と
い
う
感
覚
が
あ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
が
、
そ
れ
は
違
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
平
等
で
あ
り
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
人
々
と
と
も
に
お
念
仏
を
し
、
と
も
に
喜
び
、

そ
し
て
、
共
生
感
を
実
現
し
て
い
く
、
悲
し
み
も
分
け
、
そ
し
て
、

同
じ
念
仏
を
申
す
同
行
者
で
あ
る
、
こ
う
い
う
意
識
が
必
要
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
念
仏
の
篤
信
者
を
我
々
が
つ
く

る
、
ま
た
、
そ
の
展
開
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
は

他
宗
と
違
う
法
要
、
浄
土
宗
独
自
の
五
重
相
伝
を
実
施
し
て
も
ら
う

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
非
常
に
大
事
で
あ
り
ま
す
。

　

き
ょ
う
朝
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
今
も
歴
史
的
な
経

　

浄
土
宗
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
お
檀
家
は
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

お
檀
家
の
檀
信
徒
の
顔
が
ち
っ
と
も
出
て
こ
な
い
。
そ
う
な
っ
て
く

る
と
、
本
当
の
教
団
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
ど
う
か
。
そ
う
い
う

こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

と
い
う
の
は
、
法
然
上
人
は
「
我
が
遺
跡
は
念
仏
の
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
お
寺
は
要
ら
ん
と
お
っ
し

ゃ
っ
た
の
で
す
。
現
実
は
違
う
わ
け
で
す
ね
。

　

そ
う
い
う
具
合
に
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
我
々
の
日
常
の
法
務
と

い
う
の
は
、
本
当
の
浄
土
宗
の
教
義
そ
の
も
の
に
照
ら
し
た
ら
合
致

す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
実
的
に
は
、
こ
う

で
な
け
れ
ば
い
か
ん
わ
け
で
す
ね
。
お
寺
を
維
持
す
る
以
上
は
。

　

そ
う
い
う
面
で
考
え
て
、
今
度
八
百
年
遠
忌
に
な
り
ま
す
が
、
こ

の
機
会
に
、
私
た
ち
の
本
当
の
布
教
の
正
念
場
が
来
る
と
考
え
。
こ

れ
か
ら
10
年
が
浄
土
宗
の
正
念
場
だ
と
認
識
し
。
そ
の
場
合
で
大
切

な
の
は
や
は
り
布
教
で
あ
り
ま
す
。

　

布
教
と
言
い
ま
す
と
、
布
教
の
原
点
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も

社
会
全
体
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
、
全
体
感
が
生
ま
れ
な
い
と
だ
め
な
の

で
す
。
そ
れ
は
、
布
教
と
は
念
仏
同
行
者
の
横
組
織
を
つ
く
る
、
横

社
会
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
庶
民
を
救
済
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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よ
う
に
思
う
の
で
す
。

　

そ
の
一
例
は
、
今
、
ご
遠
忌
が
再
来
年
で
す
が
、
盛
り
上
が
り
が

な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
れ
で
よ
ろ
し
い
の
で
す
か
。
せ
め
て
、

法
然
上
人
に
対
す
る
報
恩
の
ま
こ
と
と
い
え
ば
、
篤
信
者
を
つ
く
る

五
重
相
伝
を
し
て
い
た
だ
く
、
浄
土
宗
の
看
板
を
出
し
て
お
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
を
や
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
で
初
め
て
本
来
の
浄
土
宗
の
姿
で
す
。

　

だ
か
ら
、
も
う
一
度
法
然
上
人
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
、
ひ
と
つ

篤
信
者
を
つ
く
る
努
力
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
檀
信
徒
の
少
な
い
ご
寺
院
、
あ
る
い
は
、
今
ま
で
余

り
や
っ
て
い
な
い
地
域
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
も
出
て
お
り
ま
し
た
。

で
は
、
五
重
相
伝
は
で
き
る
の
か
と
い
う
と
、
で
き
ま
す
。
住
職
の

決
断
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

私
が
経
験
し
た
の
を
そ
こ
へ
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ

は
実
際
に
や
り
ま
し
た
。
縁
が
あ
り
ま
し
て
、
以
前
、
お
て
つ
ぎ
伝

道
車
で
、
延
岡
の
来
迎
寺
さ
ん
の
ほ
う
へ
参
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る

と
、
そ
こ
の
ご
住
職
の
高
久
上
人
が
、
う
ち
で
五
重
で
き
ま
す
か
と

尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。
で
き
ま
す
よ
。

　

ど
う
し
た
ら
で
き
る
の
か
。
ま
ず
勉
強
し
て
も
ら
わ
な
い
と
い
か

な
い
の
で
、
延
岡
か
ら
3
人
の
若
い
人
に
実
際
3
回
来
て
い
た
だ
き

過
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
う
い
う
形
で
伝
統
を
守
っ
て
き
て
は
お
る

け
れ
ど
も
、
現
状
の
実
施
さ
れ
て
い
る
五
重
相
伝
の
数
は
ど
の
く
ら

い
か
と
い
う
こ
と
を
2
番
目
に
書
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
教
学
局
で
調
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
平
成
16
年
か
ら

20
年
ま
で
の
デ
ー
タ
で
す
が
、
地
域
差
は
先
ほ
ど
出
て
お
り
ま
し
た

が
、
1
0
0
件
ぐ
ら
い
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
宗
務
庁
に
届
け
出
た

分
で
す
。
届
け
て
い
な
い
の
が
若
干
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

で
も
年
間
1
0
0
ヶ
寺
で
あ
り
ま
す
。
1
0
0
ヶ
寺
と
い
う
こ
と

は
、
7
、
0
0
0
ヶ
寺
の
何
％
か
。
1
・
5
％
ほ
ど
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
が
浄
土
宗
の
大
き
な
メ
ー
ン
事
業
だ
と
は
言
え

ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
情
け
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
せ
め
て
10
％
、

年
間
5
0
0
か
ら
7
0
0
カ
寺
は
五
重
相
伝
を
し
て
い
た
だ
く
。
ま

た
、
そ
う
い
う
形
が
出
て
き
て
い
い
と
思
う
の
で
す
。

　

我
々
は
今
度
、
法
然
上
人
の
八
百
年
大
遠
忌
で
あ
り
ま
す
。
法
然

上
人
に
対
す
る
報
恩
と
い
う
の
は
、
何
が
最
大
の
も
の
で
あ
る
か
。

や
は
り
念
仏
篤
信
者
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が

生
ま
れ
な
い
よ
う
な
法
要
を
や
っ
て
お
っ
た
の
で
は
、
何
も
な
ら
ん

わ
け
で
す
。
法
然
上
人
に
申
し
わ
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
1
つ
は
、
篤
信
者
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
使
命
感
が
浄
土
宗
の

お
坊
さ
ん
に
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
使
命
感
が
な
い
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こ
の
と
き
に
も
、
先
ほ
ど
経
費
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
最
小
限

に
と
ど
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
お
昼
弁
当
は
ほ
か
ほ
か
弁
当
の

2
5
0
円
。
そ
れ
は
、
ご
飯
と
お
漬
物
と
味
噌
汁
と
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ

だ
け
。
明
く
る
日
は
さ
さ
が
き
ゴ
ボ
ウ
と
味
噌
汁
と
、
そ
れ
だ
け
で

あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
具
合
に
し
て
、
す
べ
て
の
経
費
を
抑
え
ま
し

た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
若
い
人
た
ち
の
ご
協
力
が
あ
っ
て
で
き
た
わ
け
で
す

が
、
一
切
お
礼
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
お
互
い
で
す
の
で
。
そ
う
い
う

形
で
で
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
勢
い
を
も
ち
ま
し
て
、
浄
土
宗
実
務
庁
主
催
で
沖
縄
の
袋
中

寺
で
、
9
カ
寺
で
71
名
の
方
に
五
重
相
伝
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
と
き
に
浄
青
の
三
州
の
人
た
ち
が
皆
参
加
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

応
援
を
し
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
も
大
成
功
で
あ
り
ま
し

た
。

　

こ
こ
で
も
9
カ
寺
の
合
同
で
す
が
、
後
で
申
し
ま
す
よ
う
に
、
講

を
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
3
人
参
加
し
た
お
寺
は

3
人
で
講
を
つ
く
り
、
5
人
は
5
人
で
講
を
つ
く
り
と
い
う
こ
と
で
、

そ
こ
で
月
に
1
回
お
念
仏
を
す
る
な
り
、
あ
る
い
は
、
集
ま
っ
て
茶

話
会
を
す
る
な
り
、
お
寺
の
お
掃
除
を
し
て
も
ら
っ
た
り
と
い
う
こ

と
で
、
ず
っ
と
続
い
て
お
り
ま
す
。

ま
し
た
。
そ
し
て
、
1
人
の
人
に
は
伝
灯
子
に
重
点
を
置
い
て
勉
強

し
て
い
た
だ
き
、
1
人
は
回
向
の
仕
方
を
重
点
に
勉
強
し
て
、
1
人

は
い
ろ
い
ろ
な
準
備
を
す
る
と
こ
ろ
に
重
点
を
置
い
て
、
そ
し
て
3

人
の
人
で
一
生
懸
命
研
修
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

従
っ
て
、
事
前
の
勉
強
、
予
習
、
復
習
を
や
り
ま
し
た
。
企
業
で
い

え
ば
オ
ン
ザ
ジ
ョ
ブ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
や
り
ま

し
た
。
だ
か
ら
、
五
重
の
前
日
か
ら
来
て
も
ら
っ
て
、
朝
も
早
う
か

ら
、
終
わ
っ
て
か
ら
晩
遅
く
ま
で
や
り
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
形
で
、
平
成
16
年
に
、
そ
こ
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、

10
名
で
五
重
相
伝
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
は
、
三
州
の
浄

青
の
人
た
ち
が
皆
応
援
し
て
頂
き
。
役
割
を
決
め
ま
し
て
、
お
の
お

の
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

10
名
が
終
わ
っ
た
後
、
そ
の
10
名
の
方
に
は
、
講
を
つ
く
っ
て
も

ら
い
ま
し
た
。
五
重
講
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
、
月
に
1
回
は
お
寺

へ
集
ま
っ
て
、
お
花
を
入
れ
た
り
、
お
供
え
し
た
り
、
お
念
仏
を
し

た
り
、
そ
れ
か
ら
、
年
に
1
回
五
重
ざ
ら
い
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
は
ず
っ
と
現
在
ま
で
毎
年
や
っ
て
お
り
ま
す
。
10
人
で
す
が
。

　

そ
の
縁
で
ま
た
、
平
成
20
年
に
は
授
戒
が
20
名
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

そ
う
い
う
形
で
や
っ
て
お
り
ま
す
。
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つ
の
大
き
な
連
合
体
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
で
こ
そ
初
め
て
教
団
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
の
浄
土
宗
教
団
は
何
や
。
そ
れ
は
、
お
坊
さ
ん
と
寺
庭
婦
人

と
、
浄
青
の
協
同
組
合
で
あ
り
ま
す
。
教
団
で
は
な
い
の
で
す
。
檀

信
徒
の
顔
が
出
て
こ
な
い
と
だ
め
で
す
。
こ
こ
へ
檀
信
徒
の
顔
が
出

て
き
て
初
め
て
教
団
と
い
う
姿
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

だ
か
ら
、
教
団
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
も
ひ
と
つ
、
こ
の
際
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
や
っ
て
い
る
の
は
浄
土
真
宗
で
は
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
、

親
鸞
さ
ん
の
七
百
五
十
年
遠
忌
も
2
5
0
億
円
す
ぐ
集
ま
っ
た
で
は

な
い
で
す
か
。
壇
信
徒
の
講
組
織
の
宗
議
会
で
決
議
さ
れ
た
ら
、
す

ぐ
集
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
や
は
り
講
の
力
で
す
。

　

こ
の
辺
も
私
た
ち
は
考
え
な
け
れ
ば
い
か
ん
な
と
思
い
ま
す
。

　

限
ら
れ
た
時
間
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
の
辺
で
と
ど
め
た
い
と

思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　
今
岡　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
今
岡　

皆
様
方
、
ご
質
問
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
で
き
ま
し

　

そ
し
て
、
年
に
1
回
、
袋
中
祭
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
に
は
全

員
集
ま
っ
て
袋
中
祭
を
や
っ
て
い
た
だ
く
。
だ
か
ら
、
沖
縄
は
連
合

体
が
で
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
五
重
の
お
さ
ら
い
会
も
実
施
致
し
ま
し
た
。
こ
の
お
さ

ら
い
会
の
と
き
に
は
、
五
重
を
受
け
た
人
だ
け
で
は
な
し
に
、

3
5
0
名
集
ま
り
ま
し
た
。
各
お
寺
で
40
人
、
50
人
と
集
ま
っ
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
頑
張
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。

　

次
に
、
東
京
教
区
、
先
ほ
ど
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

7
5
0
万
の
五
重
奨
励
金
を
教
区
で
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

1
会
所
当
た
り
75
万
円
ず
つ
奨
励
金
を
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

教
区
長
さ
ん
に
お
伺
い
し
ま
す
と
、
も
し
足
ら
ん
よ
う
で
あ
れ
ば

補
正
予
算
を
組
む
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
本
来
は
宗
が
や
ら
な
い

と
い
か
ん
こ
と
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
宗
が
今
や
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
を
一
教
区
で
、
本
当
の
ご
英
断
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ

と
で
、
現
在
、
実
施
さ
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
あ
り
が

た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
五
重
は
や
り
っ
ぱ
な
し
で
は
な
し
に
、
必
ず
五
重
ざ
ら
い

を
し
て
も
ら
う
、
そ
し
て
、
講
を
つ
く
る
。
そ
し
て
、
各
教
区
で
講

組
織
の
連
合
体
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
。
そ
し
て
、
浄
土
宗
と
し
て
一
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程
度
行
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
。

　

そ
れ
か
ら
、
江
戸
時
代
以
降
、
明
治
に
至
る
五
重
の
開
筵
と
い
う

も
の
は
一
体
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、

ご
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
よ
ろ
し
か
っ
た
ら
お
答
え
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
宇
高　

3
点
ほ
ど
今
、
パ
ネ
ラ
ー
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
ほ
う

か
ら
ご
指
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
ま
ず
1
点
目
、
江
戸
時
代
に

は
、
江
戸
幕
府
並
び
に
増
上
寺
の
僧
録
所
と
い
う
も
の
が
浄
土
宗
の

行
政
機
関
の
最
高
責
任
者
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
そ
こ
か
ら
出
さ
れ
た

法
度
と
い
う
の
は
全
国
に
拘
束
力
を
持
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
基
本

的
に
は
、
増
上
寺
、
関
東
周
辺
の
資
料
で
論
じ
て
も
大
勢
に
誤
り
は

な
い
も
の
と
判
断
し
て
お
り
ま
す
。
増
上
寺
の
当
時
の
立
場
を
考
え

て
、
増
上
寺
の
資
料
で
一
宗
の
僧
録
所
、
要
す
る
に
、
今
の
宗
務
庁

の
よ
う
な
も
の
、
最
高
責
任
機
関
が
増
上
寺
に
ご
ざ
い
ま
し
た
か
ら
、

そ
こ
か
ら
出
さ
れ
た
資
料
は
原
則
と
し
て
全
国
に
影
響
力
を
持
っ
て

い
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
。

　

も
う
1
点
は
、
残
念
な
が
ら
、
関
東
に
お
り
ま
し
て
、
地
方
の
そ

う
い
う
関
連
資
料
を
求
め
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
あ
わ
せ
て
1

点
目
の
回
答
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

た
ら
、
10
分
ほ
ど
休
憩
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
質
問
用
紙

を
回
収
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
お
答
え
で
き
る
質
問
に
お
答
え

し
て
い
こ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

時
間
が
詰
ま
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
早
速
、
休
憩
に
入
り
た

い
と
思
い
ま
す
。
次
は
55
分
か
ら
再
開
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

（
休
憩
）

　
今
岡　

そ
れ
で
は
、
再
開
い
た
し
ま
す
。

　

皆
様
方
か
ら
た
く
さ
ん
の
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
各
先
生
、

そ
れ
か
ら
、
全
員
と
、
い
ろ
い
ろ
な
質
問
が
ご
ざ
い
ま
す
。
時
間
が

あ
と
30
分
し
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
す
べ
て
お
答
え
は
で
き
な
い

と
思
い
ま
す
が
、
な
る
べ
く
ま
と
め
て
お
答
え
を
い
た
だ
く
よ
う
に

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
宇
高
先
生
に
ご
質
問
が
多
数
参
っ
て
お
り
ま
す
が
、
第
1

は
、
増
上
寺
を
中
心
と
す
る
関
東
の
資
料
で
話
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
関
東
だ
け
の
話
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
。

　

そ
れ
か
ら
、
幕
府
の
宗
教
政
策
で
、
最
初
は
か
な
り
厳
し
い
、
だ

ん
だ
ん
緩
や
か
な
も
の
に
な
っ
て
き
た
。
だ
け
ど
も
、
実
際
は
ど
の
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は
な
い
は
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

明
治
期
以
降
の
浄
土
宗
の
宗
規
、
宗
綱
類
を
ず
っ
と
拝
見
し
て
も
、

結
縁
五
重
や
持
戒
を
い
い
加
減
に
や
っ
て
は
い
け
な
い
と
か
、
差
定

の
中
に
化
他
五
重
の
何
と
か
と
い
う
の
が
ほ
ん
の
一
部
出
て
い
た
こ

と
は
知
っ
て
お
り
ま
す
が
、
明
治
以
降
の
浄
土
宗
の
宗
規
、
宗
綱
の

中
で
、
残
念
な
が
ら
私
が
承
知
し
て
い
る
限
り
で
は
、
在
家
の
方
々

に
関
す
る
五
重
の
位
置
づ
け
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
明
確
な
規
程

は
な
い
ま
ま
来
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
で
す
べ
て
の
こ
と
が
推
測
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
う
の

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
明
治
以
降
、
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
一
宗
が
宗
規
、
宗
綱
の
中
で
そ
の
よ
う
な
規
程
は
、

今
ち
ょ
う
ど
柴
田
先
生
が
お
見
え
に
な
ら
れ
た
の
で
、
先
生
、
き
ょ

う
の
午
前
中
の
基
調
講
演
の
中
で
、
現
在
の
一
宗
の
伝
法
規
程
の
中

に
、
在
家
の
方
に
関
す
る
五
重
の
規
程
は
な
い
と
い
う
資
料
の
ご
説

明
が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
ね
。

　

明
治
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
化
他
五
重
、
結
縁
五
重
、
在
家

五
重
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
い
う
取
り
扱
い
に
な
っ
て
い
る
か
、

ど
う
い
う
形
で
あ
っ
た
か
と
い
う
ご
質
問
が
出
た
の
で
す
。
そ
れ
に

つ
い
て
私
は
、
明
治
以
降
の
一
宗
の
宗
規
、
宗
綱
の
法
度
類
、
規
則

類
、
そ
う
い
う
も
の
が
何
種
類
も
教
報
社
か
ら
出
て
お
り
ま
す
が
、

　

2
点
目
は
、
江
戸
の
中
期
以
降
、
実
態
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
残

念
な
が
ら
、
具
体
的
に
江
戸
の
あ
る
お
寺
で
お
年
寄
り
に
つ
い
て
や

っ
た
と
い
う
資
料
は
知
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
幾
日
間
、
ど
う

い
う
形
で
や
っ
た
か
と
い
う
こ
と
ま
で
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
、
そ
の
化
他
五
重
の
内
容
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う

の
は
、
逆
に
、
江
戸
の
中
期
以
降
出
さ
れ
た
書
籍
の
中
で
お
考
え
い

た
だ
く
し
か
な
く
て
、
法
度
類
や
何
か
の
中
に
具
体
的
な
化
他
五
重

の
内
容
に
つ
い
て
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
か
ら
、
ご
質
問
の
中
に
、
書
籍
類
を
書
い
た
の
は
ど
の
よ
う

な
人
か
。
義
誉
観
徹
・
行
誉
利
天
な
ど
、
鎌
倉
の
光
明
寺
、
そ
れ
か

ら
、
増
上
寺
の
歴
代
に
な
ら
れ
た
よ
う
な
方
で
あ
っ
て
、
関
東
の
檀

林
出
身
者
の
方
が
一
応
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
の
こ
ろ
の
書
籍
の
作

成
者
で
、
関
西
は
な
い
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
関
東
の
方
が
多
い
と

い
う
感
想
は
、
こ
こ
に
出
て
き
て
い
る
名
前
か
ら
感
じ
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
最
後
の
ご
質
問
が
、
江
戸
以
降
ど
う
な
っ
た
の
か
と

い
う
ご
質
問
で
す
が
、
午
前
中
の
柴
田
先
生
の
基
調
講
演
の
中
で
、

最
初
の
と
こ
ろ
の
現
在
の
伝
法
規
程
に
つ
い
て
ご
説
明
の
資
料
が
あ

っ
た
は
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
を
見
て
い
た
だ
い
て
も
わ
か
り
ま

す
よ
う
に
、
現
在
の
伝
法
規
程
の
中
に
も
在
家
、
化
他
、
結
縁
、
何

で
も
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
般
の
方
々
に
関
す
る
五
重
の
規
程
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そ
れ
は
ま
ず
、
勧
誡
師
の
立
場
と
い
い
ま
す
か
、
五
重
相
伝
と
い
う

の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、
一

体
ど
う
い
う
も
の
を
伝
え
て
い
く
の
か
と
い
う
勉
強
会
を
、
ス
タ
ッ

フ
予
定
者
の
若
い
人
も
含
め
ま
し
て
、
2
回
ほ
ど
い
た
し
ま
し
た
。

東
京
教
区
で
も
2
回
や
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
開
筵
す
る
と
い
う

こ
と
が
決
ま
っ
た
、
予
定
さ
れ
た
組
で
も
、
新
た
に
2
回
や
り
ま
す
。

　

あ
と
は
法
式
で
す
ね
。
各
道
場
、
回
向
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

に
つ
き
ま
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
の
勉
強
会
も
2

回
、
マ
ニ
ア
ュ
ル
本
は
東
京
教
区
は
作
成
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
江
東

組
さ
ん
の
も
の
を
ほ
と
ん
ど
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
勉
強
い
た
し
ま
す
。

　

受
付
か
ら
、
祝
膳
と
い
い
ま
す
か
、
記
念
写
真
も
含
め
て
、
そ
う

い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
こ
と
と
か
、
ど
う
い
う
準
備
を
進
め
て
、
何

を
や
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
細
か
く
勉
強
い
た
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
実
際
に
そ
れ
を
実
施
す
る
組
に
お
き
ま
し
て
は
、
実
施

に
当
た
っ
て
お
お
よ
そ
の
習
礼
を
い
た
し
ま
し
て
、
こ
う
い
う
動
き

が
あ
る
の
か
、
こ
の
こ
と
は
こ
う
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
参
考
に
差

し
障
り
の
な
い
範
囲
で
の
実
務
的
な
D
V
D
と
い
う
の
が
撮
っ
て

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
理
解
を
し
て
い
た
だ
き
、

そ
し
て
、
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
先
輩
の
方
が
あ
る
程
度
教
え
て
、

そ
う
い
う
も
の
の
中
に
、
在
家
の
方
々
に
関
す
る
五
重
の
規
程
が
一

宗
と
し
て
定
め
た
も
の
を
、
き
ち
ん
と
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
答
え

て
い
る
の
で
す
が
、
現
在
の
伝
法
の
規
程
の
中
に
明
確
な
基
準
は
な

い
で
す
よ
ね
。

　

こ
れ
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
在
家
の
五

重
に
つ
い
て
の
規
程
は
、
現
行
の
一
宗
の
規
程
に
す
ら
明
文
化
さ
れ

た
も
の
は
な
い
。
明
治
時
代
は
お
し
て
知
る
べ
し
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　
今
岡　

正
村
先
生
に
ご
質
問
が
来
て
お
り
ま
す
。
共
通
す
る
と
こ

ろ
を
挙
げ
て
い
き
ま
す
と
、
五
重
は
わ
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
勧
誡
師

で
す
と
か
、
回
向
師
で
す
と
か
、
そ
の
他
の
大
勢
の
ス
タ
ッ
フ
が
必

要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
ス
タ
ッ
フ
の
養
成
と
い
う
も
の

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な

内
容
の
ご
質
問
だ
と
思
い
ま
す
。
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
正
村　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
の
養
成
に
つ
き
ま

し
て
は
、
例
え
ば
、
東
京
教
区
で
は
江
東
組
さ
ん
が
20
年
近
く
五
重

相
伝
会
、
授
戒
会
を
開
筵
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
参
考
に
東
京
教
区
も
や
っ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
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っ
て
お
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
ス
タ
ッ
フ
の
養
成
は
、
勉
強
会
を
全
体
で
も

や
る
し
、
開
筵
が
決
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
も
最
低
2
回
、
五
重
に
つ
い

て
、
法
式
に
つ
い
て
、
2
回
や
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
実
施
と
な
る
と
、
段
階
を
直
前
ま
で
何
回
か

分
け
て
道
場
の
習
礼
を
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
、
実
施
に
向
け
て

の
き
め
細
か
な
養
成
と
い
い
ま
す
か
、
勉
強
会
が
開
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
大
変
有
効
だ
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
で
す
。

　
今
岡　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

横
井
先
生
に
い
ろ
い
ろ
ご
要
望
が
来
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
後

ほ
ど
横
井
先
生
に
お
渡
し
す
る
と
し
ま
し
て
、
質
問
と
し
て
こ
ん
な

も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
は
あ
る
大
学
で
5
0
0
人
の
学
生
に
対
し
て
宗
教
を
教
え
て
い

ま
す
。
は
っ
き
り
申
し
上
げ
て
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
五
重
相
伝
の
内
容
、

そ
し
て
、
実
践
を
指
導
す
る
こ
と
は
至
難
の
わ
ざ
で
す
。
今
後
、
一

般
の
若
い
人
に
五
重
相
伝
を
説
明
し
、
実
践
し
て
い
く
方
法
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。
具
体
的
な
五
重
相
伝
の
普
及
方
法
と
で
も
申
し
ま
し

ょ
う
か
、
こ
う
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
何
か
横
井
先
生
、
ア
イ
デ

何
度
か
練
習
を
重
ね
て
当
日
を
迎
え
る
と
い
う
、
準
備
の
段
階
で
養

成
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
勧
誡
師
、
回
向
師
と
い
う
の
は
、
東
京
の
場
合
は
ま

だ
そ
う
は
っ
き
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、
教
授
師
の
先
生
方
に
ご
指
導
い

た
だ
い
て
、
受
付
か
ら
す
べ
て
、
そ
れ
か
ら
、
各
道
場
に
お
け
る
動

き
、
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
も
役
割
が
決
ま
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
マ

ニ
ュ
ル
本
に
従
い
ま
し
て
勉
強
し
、
練
習
を
し
、
当
日
を
迎
え
る
と

い
う
よ
う
に
、
ス
タ
ッ
フ
の
養
成
は
、
本
当
に
未
開
筵
で
ご
ざ
い
ま

す
か
ら
、
手
取
り
足
取
り
細
か
く
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

2
回
ぐ
ら
い
続
け
て
い
き
ま
す
と
、
お
お
よ
そ
全
体
が
わ
か
っ
て
、

全
体
の
中
で
、
今
、
自
分
は
何
を
す
る
の
か
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ

る
の
か
、
お
檀
家
さ
ん
に
ど
う
接
し
て
頑
張
っ
て
も
ら
う
の
か
と
い

う
よ
う
な
、
受
者
の
心
の
中
ま
で
ケ
ア
す
る
よ
う
な
心
構
え
に
な
っ

て
い
く
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
各
組
で
開
筵

さ
れ
ま
す
と
、
そ
の
組
で
ス
タ
ッ
フ
は
養
成
さ
れ
て
く
る
。

　

そ
れ
が
何
度
か
続
け
ば
、
恐
ら
く
、
将
来
は
各
組
、
10
組
東
京
教

区
は
あ
り
ま
す
が
、
10
組
が
そ
れ
ぞ
れ
勧
誡
師
も
お
る
し
、
こ
れ
か

ら
回
向
師
さ
ん
と
い
う
、
こ
れ
は
特
殊
な
練
習
を
し
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
が
、
滋
賀
教
区
で
も
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
も
の
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
独
自
に
詠
唱
を
入
れ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
工
夫
し
て
回
向
を
行
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先
ほ
ど
事
例
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
延
岡
の
来
迎
寺
さ
ん
の
場
合
、

延
岡
で
は
五
重
が
ほ
と
ん
ど
や
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
初
め
て
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
住
職
が
、
高
久
上
人
が
や
り
た
い
の
だ
、
で
き

ま
す
か
と
言
わ
れ
た
ら
、
そ
れ
は
で
き
る
よ
と
。
し
か
し
、
問
題
は
、

住
職
の
決
断
と
努
力
以
外
に
な
い
。
そ
れ
だ
け
覚
悟
で
き
る
か
と
言

っ
た
ら
、
で
き
る
と
言
う
か
ら
、
私
も
引
き
受
け
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
、
指
導
書
を
つ
く
り
ま
し
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
つ
く
っ
た

わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
、
1
年
間
の
計
画
を
立
て
ま
し
た
。
実
施
計

画
、
準
備
し
て
い
く
順
番
、
何
と
何
を
順
番
に
マ
ス
タ
ー
し
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
も
や
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
短
期
間
に
養
成
で
き
る

方
法
で
計
画
書
を
つ
く
り
ま
し
て
、
そ
れ
の
と
お
り
実
行
し
た
わ
け

で
す
。
ま
た
、
彼
も
実
行
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
住
職
の
場
合
は
、
伝
書
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

買
っ
た
も
の
を
読
ん
で
お
る
よ
う
で
は
だ
め
で
す
。
自
分
で
書
い
て

も
ら
わ
な
い
と
い
か
ん
。
モ
デ
ル
を
渡
し
ま
し
た
。
私
の
伝
書
を
渡

し
ま
し
て
、
そ
れ
を
ま
ず
読
ん
で
。
わ
か
ら
ん
と
こ
ろ
は
聞
い
て
。

そ
の
次
は
書
い
て
。
ま
ず
自
分
で
自
分
の
伝
書
を
書
い
て
頂
く
。
先

代
の
が
な
い
で
す
か
ら
、
書
い
て
も
ら
う
。
そ
う
い
う
努
力
を
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
書
き
上
が
っ
た
と
き
に
「
ど
う
や
、
少
し
わ
か
っ

ア
が
あ
っ
た
ら
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
横
井　

な
か
な
か
今
の
問
題
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
自
身

の
経
験
か
ら
い
い
ま
し
て
、
私
は
佛
教
大
学
を
出
て
い
る
わ
け
で
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
大
正
大
学
も
出
て
お
り
ま
せ
ん
。
専
門
的
に
や
っ

て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
も
と
も
と
電
気
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
り

ま
す
。

　

し
か
し
、
自
分
で
私
が
企
業
の
中
で
教
え
て
頂
い
た
の
は
、
非
常

に
厳
し
い
上
司
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
憲
兵
上
が
り
の
上
司
で
、
人

間
の
や
っ
た
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
信
念
の
も
と
に
や
れ
と
教
え
ら

れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
神
仏
が
や
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
、
人
間
が
や
る

こ
と
は
で
き
る
ん
だ
、
で
き
な
い
と
い
う
の
は
ま
だ
努
力
が
足
ら
ん
、

決
断
し
た
ら
自
分
が
努
力
せ
い
と
言
わ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が

私
の
心
の
支
え
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
多
く
の
先
輩
か
ら
ご
指
導
い
た
だ
き
、
同
僚
か
ら
指
導

し
て
い
た
だ
い
て
、
今
、
何
と
か
人
並
み
に
五
重
の
こ
と
が
わ
か
る

よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
多
く
の
学
生
さ
ん
に
教
え
る
と
い
う
の
は
な
か
な
か
大

変
だ
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
現
場
で
教
え
ん
と
、
な
か
な
か
で
き
ん

と
思
い
ま
す
。
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か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
お
念
仏
と
同
じ
で
、
念
仏
を
称
え
て
み

ん
と
だ
め
で
す
ね
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
、
そ
う
い
う
形
で
、
及
ば

ず
な
が
ら
、
ご
支
援
さ
せ
て
も
ら
っ
て
お
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
れ

ば
、
初
め
て
の
方
で
も
必
ず
で
き
ま
す
。

　

で
き
な
い
の
は
努
力
が
足
ら
ん
と
い
う
こ
と
や
、
そ
う
い
う
具
合

に
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
、
必
ず
で
き
ま
す
か
ら
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
岡　

住
職
が
や
る
気
を
起
こ
さ
せ
る
の
が
一
番
で
、
や
る
気
に

な
れ
ば
で
き
る
、
こ
う
い
う
お
話
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

正
村
先
生
に
も
う
1
つ
質
問
が
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ

い
ま
す
か
。
2
名
の
方
か
ら
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
ご
質
問
で
ご
ざ

い
ま
し
て
、
現
在
、
檀
家
制
度
や
伝
統
的
な
社
会
が
崩
壊
し
て
い
く

中
で
、
五
重
相
伝
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
檀
家
の
囲
い
込
み
に
し
か

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
念
仏
の
信
仰
、
信
者
を
ふ
や
す
こ
と
に

本
当
に
つ
な
が
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
、
檀
家
以
外
の

方
に
ど
う
や
っ
て
勧
め
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
こ
う
い
う
問
題
が

提
起
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
正
村　

大
変
難
し
い
こ
と
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
囲
い
込
み
は
、

た
？
」
と
言
っ
た
ら
、「
大
体
意
味
は
つ
か
め
ま
し
た
」
と
彼
は
言

い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
い
よ
い
よ
実
施
で
き
る
準
備
を
し
よ
う
や
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
延
岡
の
組
か
ら
、
宮

崎
組
か
ら
3
人
に
来
て
も
ら
っ
て
、
お
の
お
の
分
担
を
決
め
な
が
ら

や
っ
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
す
。
本
当
に
厳
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

大
変
や
っ
た
と
思
い
ま
す
。
予
習
、
復
習
は
1
時
間
で
済
ま
ん
で
す
。

そ
れ
を
何
回
も
繰
り
返
し
て
や
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
熱
意
で
3
人
お
の
お
の
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
全

体
も
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
、
来
年
、
実
は
、
鹿

児
島
の
、
昔
の
大
口
市
、
浄
光
寺
さ
ん
で
五
重
を
し
ま
す
。
そ
れ
は

若
い
人
が
、
参
加
し
た
そ
の
人
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
や
っ
て
く
れ

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
住
職
に
も
こ
と
し
の
4
月
、
私
の
ほ
う
へ
引
き
受

け
ま
し
て
、
私
が
勧
誡
す
る
お
寺
へ
頼
ん
で
、
一
緒
に
中
へ
入
っ
て

も
ら
っ
て
勉
強
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
本
当
の
オ
ン
ザ
ジ
ョ
ブ
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
予
習
、
復
習
を
し
な
が
ら
進
め
た

わ
け
で
す
。

　

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
体
験
を
し
な
が
ら
や
っ
て
い
か
な
い
と
、
理

屈
で
は
わ
か
っ
て
も
、
身
に
は
つ
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
わ
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て
、
念
仏
講
の
よ
う
な
横
の
組
織
に
も
参
加
す
る
き
っ
か
け
に
な
る

し
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
効
果
は
わ
か
る
の
で
す
が
、
具
体
的
に
、

そ
れ
で
は
、
お
檀
家
さ
ん
で
も
、
あ
る
い
は
、
お
檀
家
さ
ん
の
周
辺

の
方
々
で
も
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
を
五
重
に
参
加
し
よ
う
と
い
う

気
に
さ
せ
る
、
そ
の
こ
と
を
醸
成
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
、

な
か
な
か
、
で
は
、
住
職
が
頑
張
っ
て
や
り
ま
す
よ
と
言
っ
た
っ
て
、

な
か
な
か
受
者
を
集
め
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気

が
す
る
の
で
す
ね
。

　

そ
こ
の
日
々
受
者
を
養
成
し
て
い
く
よ
う
な
、
何
か
日
々
の
活
動

で
す
と
か
、
心
構
え
と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
、
横
井
先
生
と
正
村
先
生
、

そ
れ
ぞ
れ
お
伺
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
横
井　

私
の
ほ
う
で
は
、
定
期
的
に
五
重
、
授
戒
、
五
重
、
授
戒

と
い
た
し
ま
す
。
人
数
が
少
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。
20
人
ぐ
ら
い

の
と
き
も
あ
り
ま
す
。
で
す
け
れ
ど
も
、
5
年
ご
と
に
、
5
年
し
た

ら
五
重
が
あ
る
、
5
年
し
た
ら
授
戒
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
今
逃
し
た
け
れ
ど
も
、
次
の
五
重
の
と
き
で
き
ま
す
と

か
い
う
具
合
に
計
画
し
て
く
れ
る
よ
う
に
す
る
。

　

だ
か
ら
、
お
寺
が
習
慣
的
に
、
定
期
的
に
五
重
を
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
5
年
置
き
な
ら
5
年
置
き
、
3
年

ま
ず
、
縁
の
深
い
檀
信
徒
を
教
化
し
な
け
れ
ば
始
ま
ら
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
か
ら
、
檀
家
以
外
の
方
が
結
構
受
け
ら
れ

ま
す
。
う
ち
は
実
家
が
真
言
宗
で
す
が
、
受
け
て
い
い
で
し
ょ
う
か
。

ど
う
ぞ
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

ど
こ
に
ど
う
い
う
ご
縁
が
あ
る
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
縁
を
結
ば
れ

た
方
は
、
と
も
か
く
一
生
懸
命
五
重
に
勧
誘
い
た
し
ま
す
。
例
え
ば
、

法
話
会
を
い
た
し
ま
し
て
も
、
壇
信
徒
の
方
よ
も
、
近
所
の
方
が
来

や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
壇
信
徒
以
外
の
方
の
ほ
う
が

結
構
熱
心
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
心
理
も
働

く
の
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
。

　

要
は
、
囲
い
込
み
で
、
檀
家
さ
ん
だ
け
を
相
手
に
や
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
ま
ず
そ
こ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
核
が
で
き
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
深
い
深
い
縁
の
あ
る
壇
信
徒
さ
ん
も
教
化
で

き
な
い
で
、
よ
そ
を
向
い
て
何
が
で
き
る
か
な
と
い
う
ふ
う
に
自
分

に
言
い
聞
か
せ
て
、
奮
い
立
た
せ
て
さ
さ
や
か
な
活
動
を
し
て
お
り

ま
す
。

　
今
岡　

住
職
が
ま
ず
奮
い
立
っ
て
五
重
だ
と
い
う
お
言
葉
で
、
横

井
先
生
と
共
通
す
る
考
え
方
が
そ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

五
重
を
受
け
る
と
、
念
仏
に
対
す
る
心
構
え
が
随
分
変
わ
っ
て
き
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に
一
遍
ぐ
ら
い
し
か
な
い
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
な
か
な
か
習
慣
も

ご
ざ
い
ま
せ
ん
し
、
で
は
や
っ
て
み
よ
う
と
い
っ
た
と
き
に
、
ど
う

や
っ
て
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
い
い
ま
す
か
、
お
檀
家
さ
ん
に
、
実
は

こ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
て
と
い
う
こ
と
を
一
か
ら
説
明
し
て
い
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
説
明
の
仕
方
が
難
し

い
。

　

先
ほ
ど
、
学
生
5
0
0
人
に
五
重
相
伝
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い

と
い
う
の
と
共
通
す
る
よ
う
に
、
そ
う
い
う
習
慣
の
な
い
地
域
に
お

い
て
は
、
ま
ず
五
重
相
伝
と
い
う
も
の
を
説
明
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
そ
の
説
明
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
の
だ
と
。
そ
れ
を
ど
う

や
っ
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
正
村
先
生
に
お
伺

い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
正
村　

説
明
と
い
う
の
は
難
し
い
で
す
が
、
開
筵
の
盛
ん
な
と
こ

ろ
は
、「
和
尚
、
い
つ
や
る
ん
だ
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
ボ
ト
ム

ア
ッ
プ
で
下
か
ら
突
き
上
げ
で
や
る
と
い
う
大
変
う
ら
や
ま
し
い
環

境
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
例
え
ば
東
京
に
お
き
ま
し
て
は
、
な
か
な
か

そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
ま
ず
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
組
で
す
ね
。

江
東
組
さ
ん
な
ど
は
非
常
に
参
考
に
し
て
お
り
ま
す
が
、
1
カ
寺
で

置
き
な
ら
3
年
置
き
、
10
年
な
ら
10
年
と
い
う
具
合
な
計
画
を
し
て

い
た
だ
い
て
、
5
年
来
た
ら
ま
た
授
戒
を
す
る
、
五
重
を
す
る
と
い

う
よ
う
に
勧
め
て
い
た
だ
い
た
ら
、
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
壇
信
徒

も
そ
の
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。
今
回
逃
し
た
け
れ
ど
も
、
次
の
と
き

は
ぜ
ひ
お
願
い
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
お
寺
に
よ
っ
て
は
、
人
数
が
多
過
ぎ
た
ら
困
る
の
で
、
年

齢
制
限
し
て
お
い
で
に
な
る
お
寺
も
奈
良
教
区
の
場
合
は
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
、
今
回
逃
し
た
、
も
う
少
し
し
た
ら
そ
の
年
に
な
り
ま
す
か

ら
受
け
ま
す
よ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
お
寺
も
ご

ざ
い
ま
す
。

　

よ
い
習
慣
づ
け
を
し
て
も
ら
う
と
、
必
ず
お
寺
で
は
、
20
年
に
一

遍
と
か
、
30
年
に
一
遍
で
は
ど
う
も
な
ら
ん
で
す
。
人
数
が
少
な
く

て
も
、
定
期
的
に
5
年
な
ら
5
年
ず
つ
し
て
も
ら
っ
た
ら
、
檀
信
徒

も
そ
の
つ
も
り
で
心
構
え
が
で
き
ま
す
の
で
、
そ
れ
が
よ
い
か
と
思

い
ま
す
。
よ
い
習
慣
づ
け
を
し
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

　
正
村　

今
の
お
話
と
大
体
同
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
岡　

そ
れ
に
つ
け
加
え
ま
し
て
、
例
え
ば
、
私
の
所
属
し
て
い

る
千
葉
教
区
と
い
う
の
は
、
開
筵
が
ほ
と
ん
ど
な
い
で
す
ね
。
何
年
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あ
と
は
、
和
尚
の
人
間
関
係
で
し
ょ
う
か
。
幾
ら
言
っ
て
も
信
頼

で
き
な
い
よ
う
な
住
職
だ
と
、
何
を
言
っ
て
も
だ
め
だ
と
思
い
ま
す

（
笑
）。
信
頼
で
き
な
い
と
言
っ
て
は
悪
い
で
す
が
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
新
年
会
を
開
い
て
、
忘
年
会
を
開
い
て
、

ま
ず
人
間
関
係
、
役
員
の
人
間
関
係
を
や
っ
て
、
役
員
の
方
は
比
較

的
五
重
は
受
け
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
方
を
中
心

に
ま
た
、
自
分
の
お
寺
で
や
る
場
合
は
非
常
に
協
力
し
て
く
だ
さ
る

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
地
味
で
す
が
、
そ
う
い
う
地
道
な
活
動
し
か
な
い
の
か

な
と
。
ど
う
言
っ
た
ら
ど
う
な
る
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
私
は
わ

か
り
ま
せ
ん
。

　
今
岡　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

時
間
も
だ
ん
だ
ん
押
し
迫
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
最
後
に
、
各
先

生
に
一
言
ず
つ
お
願
い
し
た
い
こ
と
は
、
き
ょ
う
ず
っ
と
お
話
を
聞

い
て
ま
い
り
ま
し
て
、
浄
土
宗
の
伝
統
あ
る
手
法
が
連
綿
と
続
い
て

き
て
い
る
、
そ
し
て
、
そ
の
効
果
は
、
例
え
ば
、
幕
府
が
禁
止
す
る

ぐ
ら
い
の
効
果
が
あ
る
。
宗
教
的
な
意
味
合
い
か
ら
、
幕
府
が
こ
れ

を
禁
止
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
よ
う
な
、
大
き
な
効
果
の

あ
る
五
重
相
伝
を
、
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
い
っ
た
ら
い

で
き
な
け
れ
ば
数
カ
寺
で
協
力
し
て
、
連
携
し
て
、
う
ち
で
3
人
ぐ

ら
い
、
う
ち
は
5
人
だ
よ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
少
人
数
で
も
い

い
か
ら
ま
ず
中
核
を
つ
く
っ
て
い
く
。

　

例
え
ば
、
私
の
お
寺
で
は
、
授
戒
会
は
や
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の

後
、
雨
漏
り
が
発
見
さ
れ
て
、
五
重
を
準
備
し
て
い
ま
し
た
が
、
工

事
の
た
め
、
つ
い
に
で
き
な
い
で
今
日
に
至
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
、
耐
震
工
事
を
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
本
堂
の
改
修
を
始
め
ま
し

た
が
、
そ
れ
は
な
る
べ
く
い
い
環
境
で
五
重
を
勤
め
よ
う
と
い
う
こ

と
で
出
発
し
た
の
で
す
が
。

　

そ
の
よ
う
に
、
ス
タ
ッ
フ
が
お
れ
ば
開
け
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
、
例
え
ば
、
開
筵
を
決
め
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
1
カ

寺
で
無
理
な
ら
組
で
協
力
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
勉
強
し
て
、
そ
し

て
、
檀
家
さ
ん
に
チ
ラ
シ
、
前
ぶ
れ
で
す
か
ね
、
五
重
と
は
こ
う
い

う
こ
と
で
す
よ
と
か
、
五
重
と
い
う
の
は
あ
り
が
た
い
で
す
よ
、
あ

り
が
た
い
方
の
文
章
な
ど
も
定
期
的
に
載
せ
て
い
き
ま
す
の
で
、
五

重
を
受
け
た
受
者
が
い
れ
ば
、
壇
信
徒
が
い
れ
ば
で
す
ね
。

　

私
ど
も
は
増
上
寺
さ
ん
、
あ
る
い
は
、
豊
島
組
で
の
五
重
に
そ
れ

ぞ
れ
何
人
か
つ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
方
の
感
想
文
を
載

せ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
を
通
し
て
受
け
て
い
な
い
方
に
も
呼

び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
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思
っ
て
お
り
ま
す
。
基
本
的
な
理
念
さ
え
間
違
わ
な
け
れ
ば
、
今
後

の
激
し
い
動
き
の
社
会
の
中
で
、
在
家
の
方
々
に
対
す
る
五
重
を
浄

土
宗
と
し
て
ど
う
や
る
べ
き
か
。

　

こ
れ
ま
で
も
動
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
時
代
即

応
と
い
う
形
で
、
骨
格
さ
え
残
せ
ば
動
く
こ
と
も
あ
り
得
る
の
だ
と

い
う
ふ
う
に
、
宇
高
は
歴
史
を
や
っ
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の

よ
う
な
感
覚
で
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

答
え
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま
で
継
続
し
た
こ
と
を
大
切
に
し

て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
時
代
即
応
と
い
う
形
で
動
い
て
き
て
お
り

ま
す
の
で
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
形
が
よ
ろ
し
い
の
か
、
皆
さ
ん
が

お
智
恵
を
お
出
し
い
た
だ
く
こ
と
だ
ろ
う
と
考
え
、
以
上
が
宇
高
の

考
え
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
正
村　

五
重
相
伝
会
開
筵
に
つ
き
ま
し
て
は
、
灯
火
だ
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
さ
さ
や
か
な
人
数
、
受
者
が
少
な
く
て
も
、
あ
そ
こ
の

お
寺
で
何
か
や
っ
て
い
る
、
そ
こ
で
何
人
か
の
方
が
お
念
仏
を
相
続

し
て
い
く
方
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
灯
火
を
灯
す
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

そ
れ
し
か
浄
土
宗
は
や
る
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
く

ら
い
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
灯
火
が
大
き
く
な
る
か
、
小
さ

い
か
。

　

も
う
こ
れ
が
浄
土
宗
の
神
髄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
積
極
的
に

行
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
を
大
き
な
声
で

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
、
最
後
に
一
言
ず
つ
、
宇

高
先
生
か
ら
、
今
後
の
五
重
を
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
希
望
で

も
お
願
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
宇
高　

ご
指
示
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
思
っ
た
ま
ま
、
正
直
に
申

し
上
げ
ま
す
の
で
、
失
礼
が
あ
っ
た
ら
お
許
し
を
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

私
は
、
在
家
の
方
々
に
対
し
て
念
仏
を
勧
め
る
と
い
う
意
味
で
の

五
重
相
伝
と
い
う
も
の
は
、
浄
土
宗
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
や
っ

て
い
て
、
そ
の
こ
と
に
伴
う
弊
害
を
江
戸
幕
府
が
禁
止
し
た
こ
と
は

承
知
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
あ
え
て
ま
た
小
規
模
な
形
で
復
活
を
し
、

現
在
ま
で
継
続
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
自
信
を
持
っ

て
ど
う
ぞ
お
や
り
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
と
、
多
分
、
在
家
の
方
々
に
対
す
る
五
重
と
い
う
の
は
、
時

代
に
よ
っ
て
動
い
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
動
い
て

き
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
動
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
と
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っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
講
の
組
織
の
代
表
者
の
総
称
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
識
を
持
っ
て
も
ら
っ
て
、
念
仏
篤
信
者
を
つ
く
っ
て

も
ら
う
、
こ
れ
が
お
寺
を
支
え
る
こ
れ
か
ら
の
力
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
つ
ぶ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
10
年
が
浄
土
宗
の
布
教
の
、

一
番
大
事
な
と
き
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
ご
遠

忌
を
中
心
に
、
ぜ
ひ
ひ
と
つ
皆
様
の
お
寺
で
五
重
相
伝
が
盛
ん
に
な

り
ま
す
よ
う
に
。

　

ま
た
、
場
合
に
よ
っ
た
ら
、
言
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
ら
幾
ら
で

も
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
支
援
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
か

ら
、
言
っ
て
い
た
だ
い
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
本
当
に
に
ぎ
に
ぎ
し
く
五
重
相
伝
が
あ
ち
ら
で
も
こ
ち

ら
で
も
行
わ
れ
、
講
組
織
が
ま
と
ま
る
と
い
う
こ
と
が
、
浄
土
宗
教

団
を
本
当
に
強
固
な
も
の
に
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
か
っ

た
ら
、
つ
ぶ
れ
る
よ
り
し
よ
う
が
な
い
。
衰
退
い
た
し
ま
す
。
私
は

そ
う
思
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
将
来
に
希
望
を
持
っ
て
、
と
も
に
頑
張
り
た
い
と
思
い

ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
五
重
相
伝
で
、
住
職
と
し
て
非
常
に
重
要
な
事
、
五
重

相
伝
の
伝
書
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

く
な
る
か
、
こ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ご
縁
次
第
で
す
。
と
も
か
く

灯
火
を
灯
し
続
け
て
、
あ
あ
、
あ
の
お
寺
は
何
か
灯
し
て
い
る
な
、

そ
し
て
、
そ
の
人
が
真
っ
暗
闇
に
な
っ
た
と
き
、
ち
ょ
っ
と
あ
の
灯

火
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
み
よ
う
、
そ
う
い
う
灯
火
だ
け
は
消
さ
な
い

で
お
寺
は
あ
り
続
け
た
い
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
横
井　

私
の
考
え
方
で
す
が
、
さ
さ
や
か
な
体
験
か
ら
、
先
ほ
ど

も
言
い
ま
し
た
が
、
五
重
を
受
け
た
人
は
、
念
仏
の
篤
信
者
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
が
お
寺
を
支
え
る
大
き
な
原
動
力
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

か
ら
は
な
か
な
か
お
寺
の
存
続
が
難
し
い
時
代
に
な
り
ま
す
。
特
に

だ
か
ら
念
仏
の
篤
信
者
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
。

　

そ
し
て
、
我
々
お
坊
さ
ん
に
、
先
ほ
ど
言
い
忘
れ
ま
し
た
が
、
蓮

社
号
と
い
う
の
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
何
か
な
し
に
つ
い
て

お
る
の
で
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
善
導
大
師
さ
ま
が

き
ち
ん
と
指
摘
を
し
て
お
い
で
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
講
の
組
織
の

代
表
者
が
蓮
社
で
あ
り
ま
す
。

　

我
々
、
蓮
社
が
つ
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
を
し
て
も

ら
わ
な
い
と
い
か
ん
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
何
も
な
ら

ん
わ
け
で
す
。
璽
書
を
受
け
た
た
ら
蓮
社
号
が
つ
く
の
だ
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
本
来
は
、
善
導
大
師
さ
ま
が
お
っ
し
ゃ
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た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
に
盛
大
な
拍
手
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。（
拍
手
）

	

（
了
）

　

本
来
、
五
重
相
伝
の
伝
書
は
、
晋
山
の
時
前
住
職
か
ら
、
過
去
帳

伝
衣
と
共
に
引
継
ぐ
も
の
で
す
。
所
が
前
住
職
が
所
持
し
て
い
な
い

場
合
、
既
に
発
刊
、
販
売
さ
れ
て
い
る
伝
書
を
活
用
す
る
住
職
が
多

い
で
す
が
、
出
来
れ
ば
自
分
で
作
成
し
て
頂
き
度
い
。
七
代
聖
問
上

人
が
五
重
相
伝
の
儀
則
を
設
け
、
三
巻
七
書
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
書
伝
と
口
伝
に
分
れ
、
加
行
の
時
、
知
恩
院
問
跡
、
増

上
寺
台
下
か
ら
口
伝
で
直
伝
さ
れ
て
い
る
。

　

浄
土
宗
の
お
念
佛
の
根
幹
に
か
か
わ
り
、
浄
土
宗
の
根
幹
で
も
あ

る
。

　

其
故
、
各
教
区
で
、
又
住
職
個
人
で
伝
書
を
作
成
販
売
す
る
こ
と

は
、
絶
対
許
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
。

　

五
重
相
伝
の
伝
書
の
重
さ
を
再
確
認
し
て
頂
き
た
い
。

　
今
岡　

五
重
相
伝
は
、
時
代
に
即
応
し
て
、
社
会
の
灯
火
と
な
る

よ
う
な
、
そ
し
て
、
信
仰
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
つ
く
っ
て
い
く
、

こ
う
い
っ
た
活
動
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
ま
と
め
ら
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
時
間
の
配
分
が
な
か
な
か
う
ま
く
い
き
ま

せ
ん
で
、
皆
様
方
の
ご
質
問
す
べ
て
に
う
ま
く
お
答
え
で
き
た
か
ど

う
か
、
甚
だ
心
も
と
な
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
時
間
が
参
り

ま
し
た
の
で
、
こ
の
辺
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
1
）
を
終
了
さ
せ
て
い
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〔
同
称
十
念
〕

　

林
田　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
か
ら
、
平
成
21
年
度
浄
土

宗
総
合
学
術
大
会
の
2
日
目
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
始
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

本
日
の
テ
ー
マ
は
、
昨
日
の
基
調
講
演
、
柴
田
先
生
に
よ
り
ま
す

「
五
重
相
伝
に
つ
い
て
」
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
（
1
）「
五
重
相
伝
の

歴
史
と
現
状
」、
こ
の
基
調
講
演
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
受
け
ま
し
て
、

「
五
重
相
伝
の
こ
れ
か
ら
」
と
題
し
て
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

き
の
う
は
歴
史
的
な
部
分
や
現
状
の
部
分
に
つ
い
て
お
話
を
ち
ょ

　

進
行　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
よ
り
昨
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
1
）
を

受
け
ま
し
て
、「
五
重
相
伝
の
こ
れ
か
ら
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
に

3
人
の
先
生
を
パ
ネ
ラ
ー
に
お
迎
え
し
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
大

正
大
学
の
林
田
康
順
先
生
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
早
速
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
林
田
先
生
に
マ
イ
ク
を

お
譲
り
い
た
し
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

林
田　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た

大
正
大
学
の
林
田
と
申
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
開
式
に
先
立
ち
ま
し
て
、
お
十
念
か
ら
始
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
②

　

五
重
相
伝
の
こ
れ
か
ら

	

■
パ
ネ
ラ
ー	

	

後
藤
真
法

	
	

日
下
部
謙
旨

	
	

西
城
宗
隆

	

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー	

林
田
康
順
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う
だ
い
い
た
し
ま
し
た
が
、
本
日
は
そ
う
し
た
お
話
を
受
け
て
、
こ

れ
か
ら
浄
土
宗
が
ど
の
よ
う
に
五
重
相
伝
に
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き

な
の
か
に
つ
い
て
、
先
生
方
か
ら
貴
重
な
ご
提
言
を
ち
ょ
う
だ
い
し

た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
は
じ
め
に
パ
ネ
ラ
ー
の
3
先
生
を
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
皆
様
方
か
ら
向
か
い
ま
し
て
一
番
左
手
で
ご
ざ
い
ま
す
。

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
を
お
務
め
の
後
藤
真
法
先
生
で
ご
ざ
い

ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
拍
手
）

　

後
藤
先
生
は
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
研
究
員
で
あ
ら
れ
ま
し
て
、

昨
日
正
村
先
生
に
ご
発
表
い
た
だ
き
ま
し
た
「
結
縁
五
重
相
伝
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
」
の
中
心
と
な
っ
て
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
先
生
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

ま
た
、
大
本
山
増
上
寺
布
教
師
会
会
員
、
浄
土
宗
の
常
任
布
教
師
、

現
在
は
東
京
教
区
江
東
組
円
通
寺
の
ご
住
職
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

続
き
ま
し
て
、
中
央
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
本
山
金
戒
光
明
寺
布

教
師
会
副
会
長
の
日
下
部
謙
旨
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
拍
手
）

　

日
下
部
先
生
は
、
金
戒
光
明
寺
布
教
師
会
副
会
長
で
あ
ら
れ
ま
す

と
と
も
に
、
浄
土
宗
常
任
布
教
師
、
総
本
山
知
恩
院
布
教
師
、
大
本

山
増
上
寺
布
教
師
、
大
本
山
清
浄
華
院
布
教
師
で
あ
ら
れ
、
ま
た
、

佛
教
大
学
の
非
常
勤
講
師
と
し
て
伝
道
学
を
ご
担
当
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。

　

数
年
前
ま
で
布
教
師
養
成
講
座
で
多
く
の
若
手
布
教
師
を
育
成
さ

れ
、
現
在
五
重
相
伝
や
授
戒
会
の
勧
誡
師
、
教
授
師
と
し
て
多
方
面

に
わ
た
っ
て
ご
活
躍
で
ご
ざ
い
ま
す
。
兵
庫
教
区
の
灘
組
・
慶
光
寺

の
ご
住
職
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
向
か
い
ま
し
て
一
番
右
手
で
ご
ざ
い
ま
す
。
浄
土
宗

総
合
研
究
所
の
専
任
研
究
員
、
西
城
宗
隆
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
拍
手
）

　

研
究
所
の
研
究
員
で
あ
ら
れ
ま
す
西
城
先
生
は
、
現
在
大
正
大
学

の
非
常
勤
講
師
と
し
て
法
儀
研
究
を
ご
担
当
、
法
式
の
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
で
あ
る
と
と
も
に
伝
法
に
も
深
い
造
詣
を
お
持
ち
の
先
生
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

皆
様
方
の
ご
自
坊
に
も
お
あ
り
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
浄
土

宗
出
版
の
『
結
婚
式
』、
東
京
教
区
青
年
会
の
『
死
の
儀
礼
』
な
ど

ご
著
書
も
多
く
、
斎
々
坊
か
ら
出
て
お
り
ま
す
『
浄
土
宗
の
法
式
』、

『
五
重
相
伝
・
授
戒
会
』
の
編
纂
に
従
事
さ
れ
ま
し
た
。
東
京
教
区

の
江
東
組
大
雲
寺
の
ご
住
職
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

以
上
、
3
先
生
か
ら
お
話
を
ち
ょ
う
だ
い
し
ま
す
。

　

昨
日
の
宇
高
先
生
の
お
話
の
中
で
、「
五
重
相
伝
の
継
続
」
と
い
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と
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
手
元
に
質
問
用
紙
が
配
ら
れ
て
い
る

か
と
思
い
ま
す
。
ご
質
問
の
あ
る
方
は
、
そ
れ
を
ご
提
出
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

休
憩
時
間
中
に
そ
の
質
問
用
紙
を
先
生
方
に
お
目
通
し
し
て
い
た

だ
き
ま
し
て
、
後
半
で
は
そ
の
質
問
に
答
え
、
ま
た
、
時
間
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
や
り
と
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
総
合
研
究
所
研
究
員
の
後
藤
真
法
先
生
か
ら
お
話
を
ち

ょ
う
だ
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
後
藤
先
生
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

後
藤　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
総
合
研
究
所
の
後
藤
真
法
で
ご
ざ
い

ま
す
。
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
場
所
で
多
く
の
先
生
を
前
に
し
て
お
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
本
当
に
心
か
ら
申
し
わ
け
な
く
感
じ
て

い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
が
こ
こ
に
呼
ば
れ
ま
し
た
理
由
は
、
き
の
う
の
パ
ネ
ラ
ー
で
あ

り
ま
し
た
正
村
瑛
明
上
人
を
中
心
に
し
ま
し
た
平
成
12
年
～
13
年
度

の
予
備
調
査
、
そ
し
て
、
平
成
14
年
～
15
年
で
本
調
査
と
い
う
形
で

行
わ
れ
ま
し
た
現
代
布
教
研
究
班
の
五
重
研
究
に
私
も
加
わ
っ
て
い

た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

う
視
点
で
、
8
0
0
年
来
の
御
教
え
を
伝
え
て
い
く
ん
だ
と
い
う
継

続
の
部
分
と
、
ま
た
、
時
機
相
応
と
い
う
こ
と
も
大
切
だ
と
お
示
し

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

正
村
先
生
に
は
、
宗
祖
・
法
然
上
人
か
ら
続
く
「
灯
火
」
を
消
さ

な
い
、
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
五
重
相
伝
と
い
う
も
の
を
よ
り
活
性
化

し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
ご
提
言
、
お
話
を
ち
ょ
う
だ

い
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
横
井
先
生
か
ら
は
、
こ
れ
か
ら
の
10
年
は
ま
さ
に
お
寺
の

危
機
を
迎
え
る
。
そ
の
際
に
、
お
寺
の
檀
信
徒
の
核
を
、
篤
信
者
を

育
て
る
。
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
五
重
相
伝
以
上
の
も
の
は
な
い

と
い
う
お
話
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
横
井
先
生
か
ら
は
、
浄
土
宗
に
は
「
五
重
相
伝
開
筵
推
進

委
員
会
」
が
あ
り
、
北
海
道
、
沖
縄
を
初
め
、
そ
の
推
進
委
員
会
に

基
づ
く
五
重
相
伝
が
日
本
全
国
に
わ
た
っ
て
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
と
言
う
こ
と
で
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
早
速
、
3
人
の
先
生
方
か
ら
お
話
を
ち
ょ
う
だ
い
し

た
い
と
思
い
ま
す
が
、
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
は
、
昨
日
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
1
）
と
同
じ
よ
う
に
、
各
先
生
方
か
ら
約
20
分
程

度
の
お
話
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
す
。

　

3
人
の
先
生
方
か
ら
お
話
を
ち
ょ
う
だ
い
し
ま
し
た
後
、
休
憩
を
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こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

幸
い
に
し
ま
し
て
、
私
も
こ
ち
ら
に
お
座
り
の
西
城
先
生
も
東
京

教
区
江
東
組
に
所
属
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
組
主
催
の
五
重
相
伝
、

あ
る
い
は
授
戒
会
を
4
年
ご
と
に
開
筵
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
も
浄
青
時
代
か
ら
考
え
れ
ば
、
授
戒
会
を
2
回
、
五
重
相
伝
を

2
回
、
特
に
3
年
前
の
平
成
18
年
五
重
相
伝
の
と
き
に
は
実
行
委
員

に
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
全
般
に
か
か
わ
っ
て
仕
事
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
4
年
ご
と
に
自
坊
か
ら
篤
信
な
方
、
お
檀
家
さ
ん
で
施
餓

鬼
、
十
夜
に
は
必
ず
来
る
方
に
は
、
そ
の
都
度
「
受
け
て
み
ま
せ
ん

か
」
と
お
誘
い
し
、
少
な
い
人
数
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
毎
回
大
体

3
～
4
人
ほ
ど
受
け
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
五
重
開
筵
の
少
な

い
東
京
に
お
い
て
は
、
非
常
に
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
。

　

そ
の
お
檀
家
の
お
1
人
に
、
結
縁
で
は
物
足
り
な
い
の
か
、
そ
の

後
と
う
と
う
教
師
の
資
格
ま
で
と
っ
て
し
ま
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
正
村
先
生
が
報
告
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
で
、
き
ょ
う
は
総

合
研
究
所
の
五
重
研
究
で
各
地
か
ら
い
ろ
い
ろ
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
ら

せ
て
い
た
だ
い
た
中
か
ら
、
最
後
の
「
何
か
ご
意
見
は
ご
ざ
い
ま
す

　

た
だ
、
今
か
ら
6
年
前
の
デ
ー
タ
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
実
際
そ

の
後
の
東
京
、
あ
る
い
は
埼
玉
な
ど
で
五
重
が
開
筵
さ
れ
て
い
る
状

況
を
見
ま
し
て
も
、
そ
の
当
時
と
は
大
分
変
わ
っ
て
き
て
い
る
な
と

も
感
じ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ま
ず
は
古
い
デ
ー
タ
で
あ
る
こ

と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
研
究
の
最
後
に
総
合
研
究
所
の
『
教
化
研
究
』
15
号
で
、
現

代
布
教
研
究
班
か
ら
の
提
案
と
い
う
か
、
い
わ
ゆ
る
未
開
筵
の
地
域

で
と
い
う
限
定
の
下
で
、
こ
の
方
法
な
ら
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う

「
五
重
開
筵
案
」
を
一
応
の
た
た
き
台
と
し
て
出
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
き
ょ
う
も
ち
ょ
っ
と
そ
れ
を
お
示
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
い
ろ
い
ろ
な
方
と
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

皆
一
様
に
「
後
藤
さ
ん
、
自
分
で
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
だ
め
で
す

よ
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。「
研
究
所
で
ど
ん
な
に
提
案
し
て
も

机
上
の
空
論
で
す
」
と
当
然
の
お
し
か
り
を
よ
く
ち
ょ
う
だ
い
し
た

わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
「
五
重
は
研
究
で
は
な
く
、
実
践
だ
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
上

で
、
か
と
い
っ
て
、
こ
こ
で
私
が
話
せ
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
そ
の
実
践
の
部
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
日
下
部
先
生

が
熱
く
語
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
の
で
、
私
は
正
村
先
生

の
後
を
受
け
ま
し
て
研
究
所
の
五
重
の
調
査
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
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人
と
い
う
地
域
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
み
ん
な
そ
れ
を
全
部
一
様
に

「
五
重
相
伝
」
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
お
い
て
現
在
の
形
の
伝
統
的
ス
タ
イ
ル
は
絶
対
な
の
か
、
ど
こ
ま

で
見
直
し
が
で
き
る
の
か
と
い
う
意
味
で
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
五
重
の

そ
の
規
模
、
地
域
は
関
係
な
く
、「
何
を
目
的
に
し
て
五
重
相
伝
は

開
か
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
点
だ
と
思
い
ま
す
。

　

き
の
う
の
横
井
先
生
も
、
五
重
の
目
的
は
「
念
仏
の
篤
信
者
を
つ

く
る
こ
と
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
何
と
言
っ
て
も
、
檀

信
徒
の
方
に
1
人
で
も
多
く
念
仏
の
行
者
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
突
き

詰
め
れ
ば
日
課
念
仏
の
勧
奨
が
五
重
の
目
的
で
は
な
い
か
と
も
思
い

ま
す
。

　

そ
の
目
的
の
た
め
に
、
教
学
、
法
式
、
そ
し
て
、
勧
誡
、
そ
の
3

者
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
浄
土
宗
最
高
の
布
教
の
手
段
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
、「
な

ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
イ
ル
は
今
ベ
ス
ト
な
の
か
」
と
い
う
見
直

し
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
ご
意
見
を
読
み
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

か
」
と
い
う
記
述
欄
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

又
、
そ
の
当
時
、
各
地
か
ら
ス
タ
ッ
フ
を
何
名
も
募
集
し
ま
し
て
、

そ
の
ス
タ
ッ
フ
の
上
人
か
ら
い
ろ
い
ろ
お
聞
き
し
た
ご
意
見
、
あ
る

い
は
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
資
料
の
紹
介
の
中
か
ら
、
珍
し
い
五

重
の
開
筵
例
を
後
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
そ
れ
を
も
っ
て
今
後
の
五
重
の
可
能
性
、
あ
る
い
は
未
開
筵
地

域
に
お
け
る
こ
れ
か
ら
の
五
重
の
発
展
と
い
う
こ
と
を
発
表
さ
せ
て

い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
レ
ジ
ュ
メ
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
最
初
の
「
は
じ
め

に
」
の
下
に
「
現
在
の
結
縁
五
重
の
ス
タ
イ
ル
は
絶
対
な
の
か
」
と

書
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
先
日
の

総
選
挙
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る
五
重
に
お
い
て
「
チ
ェ
ン

ジ
、
改
革
か
」
あ
る
い
は
「
伝
統
の
踏
襲
か
」
と
い
っ
た
意
味
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
一
言
で
現
在
の
五
重
相
伝
の
ス
タ
イ
ル
と
言
っ
て
も
た

く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
地
域
に
よ
っ
て
は
儀
式
的
な

部
分
だ
け
で
は
な
く
、
日
程
も
そ
う
で
す
し
、
受
者
全
体
の
人
数
、

ま
た
、
総
予
算
に
関
し
て
も
規
模
が
非
常
に
違
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

一
般
に
8
0
0
人
以
上
が
普
通
と
い
う
地
域
も
あ
れ
ば
、
平
均
50
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「
ふ
だ
ん
か
ら
感
じ
る
こ
と
で
す
が
、
五
重
相
伝
は
単
な
る
手

段
に
過
ぎ
な
い
と
思
い
ま
す
。
念
仏
会
、
別
時
会
を
し
な
い
の
な

ら
五
重
相
伝
は
お
祭
り
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、

い
ま
一
度
五
重
相
伝
の
あ
り
方
を
本
気
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
問
題
の
1
つ
と
し
て
、
聞
法
会
に
な
っ
て
い
な
い
か
。

お
念
仏
（
念
仏
一
会
）
中
心
の
五
重
相
伝
は
で
き
な
い
も
の
で
し

ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
勧
誡
と
伝
法
儀
式
も
必
要
で
す
が
、
お
念
仏

を
称
え
る
こ
と
が
第
二
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
感
じ
ま

す
」

と
い
う
ご
意
見
で
す
。
北
陸
か
ら
で
す
。

　
「
古
老
は
伝
統
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
現
代
で
は
そ
ぐ

わ
な
い
こ
と
が
多
く
、
遵
守
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
結
果
に
つ
な
が

る
こ
と
が
多
い
。
基
本
さ
え
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
よ
い
と
思

う
」

と
い
う
ご
意
見
。
そ
の
「
古
老
」
と
思
わ
れ
る
方
が
こ
こ
に
い
ら
っ

し
ゃ
ら
な
い
こ
と
を
願
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
北
陸
で
す
。
こ
れ
は

似
た
よ
う
な
ご
意
見
だ
っ
た
の
で
、
2
つ
並
べ
ま
し
た
。

　
「
お
手
伝
い
の
僧
侶
数
が
多
す
ぎ
る
。
10
名
ぐ
ら
い
が
ち
ょ
う

ど
よ
い
と
思
う
が
、
他
寺
院
へ
の
お
返
し
と
い
う
都
合
が
あ
っ
て
、

そ
う
な
ら
な
い
の
が
現
状
」

皆
様
の
お
手
元
に
表
が
あ
り
ま
す
が
、
時
間
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
に
映
っ
た
も
の
だ
け
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
五
重
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
声
、

五
重
の
現
状
を
改
革
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
思
い
の
声
だ
け
を
私
が

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
こ
れ
は
全
体
意
見
で
も
何
で
も
全
く
な
い
わ
け
で
す
。

「
ご
意
見
を
お
書
き
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
も
、
こ
う
い
う
記
述
式

の
調
査
の
場
合
は
、
現
状
に
満
足
さ
れ
て
い
る
方
が
わ
ざ
わ
ざ
意
見

を
書
く
わ
け
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
全
体
意
見
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
考
え
ま
す
と
、「
五
重
で
変
え
る
べ
き
点
は
何
か
あ
り
ま
す
か
」

と
い
っ
た
設
問
の
ス
タ
イ
ル
に
す
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
問
題
は
な
か

っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、

　

ま
ず
、
ご
意
見
の
1
つ
、
近
畿
で
す
。

　
「
も
っ
と
簡
単
に
で
き
な
い
も
の
か
。
期
間
等
す
べ
て
に
お
い

て
、
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
受
者
に
気
軽
に
受
け
て
も
ら
え
る
よ

う
に
。
費
用
も
た
い
そ
う
す
ぎ
る
。
本
人
も
受
者
も
体
力
的
に
ぎ

り
ぎ
り
で
す
。
伝
統
も
わ
か
り
ま
す
が
、
時
代
に
合
っ
た
考
え
方

も
必
要
」

と
い
う
ご
意
見
で
す
。
次
に
、
同
じ
く
近
畿
で
す
。
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ッ
プ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
、
開
筵
に
当
た
っ
て
も
う
ち
ょ
っ

と
自
由
度
が
欲
し
い
な
、
あ
る
い
は
既
に
ス
タ
イ
ル
が
決
ま
っ
て
い

て
、
融
通
が
利
か
な
い
。
上
か
ら
こ
う
や
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
、
な

か
な
か
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
と
い
っ
た
実
態
が
伺
え
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
3
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。「
結
縁
五
重
の
い

ろ
い
ろ
な
開
筵
例
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
の
は
改
革
を
望
む
声
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
今
度
は
逆
に
や
っ

て
い
る
、
つ
ま
り
、
こ
れ
は
珍
し
い
な
と
我
々
が
思
っ
た
開
筵
例
を

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
日
程
表
を
ご
紹
介
す
る
に
と
ど
め
ま

す
が
、
こ
れ
は
五
重
相
伝
の
今
後
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
も

思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
四
日
五
重
の
例
を
2
例
出
し
ま
す
。
東
京
教
区
で
は
、
こ

の
形
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
見
に
く
い
の
で
恐
縮
で
す
が
、

黄
色
い
部
分
が
勧
誡
の
時
間
で
あ
り
ま
す
。
全
部
そ
う
で
す
が
、
時

間
軸
は
左
か
ら
右
に
日
が
進
ん
で
い
る
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。

　

青
が
ち
ょ
っ
と
見
に
く
く
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
若
干
色
が
違
っ

て
い
る
初
日
の
一
番
下
の
広
い
部
分
が
剃
度
式
で
す
。
2
日
目
が
懺

悔
会
に
な
り
ま
す
。
3
日
目
は
勧
誡
が
5
、
6
、
7
と
全
部
90
分
の

勧
誡
で
す
が
、
7
席
。
90
分
の
7
席
と
い
う
こ
と
で
、
最
後
の
日
に

　

こ
れ
は
以
前
、
相
互
扶
助
的
な
五
重
の
意
味
も
あ
る
の
だ
と
私
は

聞
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
中
四
国
地
方
で
す
。

　
「
勧
誡
師
・
回
向
師
よ
り
も
、
門
中
寺
院
手
伝
い
へ
の
御
礼
が

か
さ
む
の
が
悩
み
の
種
」

と
の
こ
と
で
す
。
同
じ
く
中
四
国
で
す
。
こ
れ
は
「
住
職
の
独
り
言

で
す
が
…
」
と
書
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　
「
時
の
趨
勢
か
、
手
作
り
の
慎
ま
し
い
五
重
が
や
り
に
く
い
。

大
金
を
か
け
て
（
慣
れ
て
い
る
人
を
呼
ん
で
）
お
任
せ
す
る
五
重

が
は
や
っ
て
い
る
か
ら
。
そ
れ
で
は
五
重
が
富
裕
な
寺
し
か
で
き

な
く
な
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
次
を
最
後
に
し
ま
す
。
九
州
で
す
が
、

　
「
都
市
型
市
民
の
参
加
可
能
な
五
重
の
方
法
（
受
者
10
人
程
度

で
も
可
能
な
）
は
な
い
も
の
か
。
春
秋
の
二
期
に
分
け
、
4
～
6

日
ご
と
に
7
時
～
10
時
ま
で
開
筵
。
夕
食
を
含
む
。
こ
の
願
い
は

積
年
の
も
の
で
す
。
伝
統
法
式
と
新
法
式
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で

は
。
日
本
人
の
生
活
様
式
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

時
期
相
応
な
方
策
を
何
と
ぞ
お
願
い
し
ま
す
」

と
い
う
ご
意
見
で
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
ご
意
見
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
く

ま
で
全
体
の
意
見
で
は
な
く
、
改
革
を
望
ん
で
い
る
声
の
ピ
ッ
ク
ア
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場
で
終
わ
る
ん
だ
な
」
と
い
う
よ
う
に
受
者
が
思
う
よ
う
に
。
た
だ
、

問
題
は
勧
誡
師
に
と
っ
て
は
、
た
だ
で
さ
え
足
り
な
い
最
後
の
貴
重

な
一
席
に
何
を
説
く
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ど
こ
ろ
に
な
る
わ
け
で

す
。

　

い
わ
ゆ
る
前
方
便
を
終
え
て
の
正
伝
法
と
い
う
原
則
に
基
づ
き
ま

す
と
、
勧
誡
が
終
わ
っ
て
い
な
い
の
に
要
偈
、
密
室
が
始
ま
る
と
い

う
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
い
う
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
要
偈
ま
で
は
四
重
を
終
え
た
と
し
て
、
最
後
の
勧
誡
、
大

事
な
90
分
に
何
を
説
く
の
か
と
い
う
問
題
も
、
第
五
重
だ
け
で
は
時

間
の
配
分
が
あ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
意
見
も
あ
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
後
ほ
ど
提
言
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

次
に
、
こ
れ
は
非
常
に
珍
し
い
の
で
す
が
、
三
日
五
重
の
例
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
懇
意
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
東
京
の
あ

る
先
輩
の
お
坊
様
が
、
ま
だ
今
の
よ
う
に
、
東
京
で
「
五
重
、
五

重
」
と
取
り
ざ
た
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
13
年
前
に
、「
東
京
で
や
っ

て
み
よ
う
」
と
発
願
し
た
開
筵
の
例
で
あ
り
ま
す
。

　

と
か
く
3
日
は
短
す
ぎ
る
と
。
こ
れ
は
私
も
日
ご
ろ
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
方
と
お
話
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
お
方
に
関
し
ま
し
て
は
、

常
日
ご
ろ
か
ら
「
と
に
か
く
や
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
、
そ
の
行
動

要
偈
道
場
あ
り
、
記
念
写
真
、
昼
食
、
日
法
要
を
挟
み
ま
し
て
、
午

後
1
時
か
ら
の
密
室
道
場
で
成
満
会
、
終
わ
り
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で

あ
り
ま
す
。

　

勧
誡
だ
け
を
見
て
み
ま
す
と
、
90
分
の
7
席
な
の
で
6
3
0
分
。

時
間
に
し
ま
す
と
、
10
時
間
半
で
す
。
60
分
の
勧
誡
と
す
れ
ば
10
席

ち
ょ
っ
と
と
い
う
、
や
は
り
少
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
方
も
多
い
こ
と

か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
関
西
の
先
生
方
は
大
分
び
っ
く
り
さ

れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
四
日
五
重
の
2
つ
目
の
例
で
す
。
こ
れ
は
要
偈
道
場
を
3

日
目
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
違
い
は
、
勧
誡
の
席
数
等
は
余

り
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
第
3
日
目
の
最
後
の
少
し
青

く
、
薄
く
な
っ
て
い
る
部
分
に
要
偈
道
場
が
来
ま
し
て
、
4
日
目
の

午
前
中
の
黄
色
に
な
っ
て
い
る
部
分
が
勧
誡
の
7
、
そ
こ
を
入
れ
替

え
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
午
後
に
密
室
道
場
と
い
う
パ
タ
ー

ン
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
前
に
法
式
の
熊
井
先
生
に
お
伺
い
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
パ

タ
ー
ン
の
い
い
と
こ
ろ
は
、
受
者
の
生
活
パ
タ
ー
ン
と
し
て
行
生
活

が
4
日
間
一
定
な
の
で
、
最
後
に
必
ず
道
場
が
来
る
と
い
う
こ
と
。

体
が
そ
の
よ
う
に
慣
れ
て
く
る
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
利
点
は
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
慣
れ
な
い
行
生
活
で
「
き
ょ
う
も
最
後
は
道
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次
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
度
は
長
い
例
で
、
こ
れ
は
七
日
五
重
の

例
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
関
東
で
は
珍
し
い
の
で
す
が
、
住
職
が

伝
巻
係
以
外
の
全
部
の
お
役
を
務
め
る
、
あ
と
は
息
子
さ
ん
2
人
と

寺
庭
の
み
で
毎
年
行
っ
て
い
る
7
日
の
五
重
で
あ
り
ま
す
。

　

毎
回
受
者
は
10
名
ほ
ど
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ち
ょ
っ

と
見
に
く
く
て
恐
縮
で
す
が
、
黄
色
い
部
分
が
非
常
に
細
切
れ
に
な

っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
実
は
最
初
の
う
ち
が
20
分
の

勧
誡
で
17
席
、
途
中
か
ら
慣
れ
た
こ
ろ
に
40
分
の
勧
誡
で
31
席
、
都

合
全
48
席
に
な
る
と
い
っ
た
考
え
で
あ
り
ま
す
。

　
「
な
ぜ
20
分
で
ち
ょ
っ
と
ず
つ
な
ん
で
す
か
」
と
聞
い
た
ら
、
や

は
り
最
初
の
う
ち
は
慣
れ
な
い
ん
だ
と
。
初
め
て
の
人
が
や
っ
て
来

る
の
で
、
慣
れ
さ
せ
る
た
め
に
勧
誡
を
20
分
ず
つ
や
っ
て
い
き
ま
す

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
だ
ん
だ
ん
慣
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
40
分
に
変
え
る
ん
だ

け
れ
ど
も
、「
人
間
の
集
中
力
と
い
う
の
は
40
分
が
限
界
だ
と
、
私

は
そ
う
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
住
職
の
信
条

と
し
て
は
、「
と
に
か
く
受
者
に
飽
き
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
い
う
工

夫
な
ん
で
す
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
住
職
の
「
飽
き
さ
せ
な

い
た
め
に
私
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
組
ん
だ
ん
だ
」
と
い
っ
た
思
い
は
、

本
当
に
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

力
に
私
は
非
常
に
敬
服
し
て
い
ま
す
し
、
そ
の
姿
勢
は
本
当
に
立
派

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
実
際
こ
の
勧
誡
の
時
間
は
最
初
75
分
、
次
は
60
分
、
45
分

と
大
分
変
わ
り
ま
す
が
、
55
分
の
平
均
で
9
席
と
な
り
ま
す
と
、
全

部
の
時
間
は
4
9
5
分
で
8
時
間
15
分
、
普
通
の
勧
誡
の
8
席
と
ち

ょ
っ
と
と
い
う
、
確
か
に
短
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

　

こ
の
方
も
「
終
わ
っ
た
後
に
い
ろ
い
ろ
な
人
が
難
癖
つ
け
て
き
て
、

か
な
り
へ
こ
ん
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

私
は
以
前
八
木
季
生
増
上
寺
台
下
と
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

と
き
に
、「
や
は
り
三
日
五
重
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
説
き
切

れ
な
い
で
す
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
を
非
常
に
よ
く
覚
え

て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
宗
教
的
な
情
操
を
涵
養
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
勧

誡
の
時
間
が
足
り
な
い
と
。
ゆ
え
に
、
全
体
的
に
日
数
も
3
日
で
は

や
は
り
無
理
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
し

ま
す
。

　

勧
誡
に
限
れ
ば
初
重
に
至
る
ま
で
の
前
説
、
初
重
に
お
い
て
知
機
、

二
重
の
中
で
信
機
と
順
を
追
っ
て
、
初
め
て
我
が
身
は
、
罪
悪
生
死

の
身
で
あ
る
と
掘
り
下
げ
て
い
く
だ
け
の
席
数
が
取
れ
ま
せ
ん
と
、

た
し
か
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
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こ
れ
は
20
分
で
17
席
、
40
分
で
31
席
の
都
合
26
時
間
に
な
り
ま
す
。

26
席
分
は
し
っ
か
り
と
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
一
つ
一
つ
の
勧
誡
に
は
、
何
を
、
ど
こ
で
説
く
か
と

い
う
こ
と
ま
で
ち
ゃ
ん
と
一
覧
が
で
き
て
お
り
ま
し
て
、
再
伝
の
人

に
は
「
も
う
1
回
聞
き
た
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
、
い
ら
っ
し
ゃ

い
」
と
。
何
席
目
は
三
心
、
何
席
目
は
至
誠
心
、
次
の
席
は
深
心
、

次
は
廻
向
発
願
心
と
1
つ
ず
つ
当
て
が
っ
て
い
る
表
を
配
ら
れ
る
ん

だ
そ
う
で
す
。

　

次
で
す
が
、
こ
れ
は
非
常
に
珍
し
い
滋
賀
の
夜
間
中
心
案
で
す
。

こ
の
黒
く
な
っ
て
い
る
部
分
と
い
う
の
は
お
寺
に
い
な
い
わ
け
で
す
。

初
日
が
日
曜
日
に
始
ま
り
ま
す
。
11
月
21
日
に
始
ま
り
ま
し
て
、
2

日
目
の
月
曜
日
は
夜
5
時
半
に
始
ま
り
、
日
没
法
要
が
終
わ
っ
て
勧

誡
2
席
を
聞
い
て
解
散
。

　

そ
し
て
、
3
日
目
は
勤
労
感
謝
の
日
な
の
で
、
こ
れ
は
朝
か
ら
来

て
い
た
だ
い
て
5
時
に
解
散
。
4
日
目
、
5
日
目
、
6
日
目
、
7
日

目
と
そ
の
4
日
間
は
ま
た
平
日
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
5
時
半
に
集

ま
っ
て
も
ら
っ
て
、
勧
誡
が
黄
色
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

剃
度
、
そ
し
て
、
こ
こ
は
懺
悔
式
と
書
い
て
あ
っ
て
、
最
後
は
日
曜

日
に
終
わ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
要
偈
、
密
室
と
い
っ
て
終
わ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
勧
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誡
席
数
が
60
分
で
14
席
と
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
勧
誡
の
時
間
は

十
分
に
と
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
中
に
は
こ
う
い
う
ス
タ

イ
ル
は
い
か
が
な
も
の
か
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
が
、

私
は
先
ほ
ど
の
現
代
的
な
、
い
わ
ゆ
る
都
市
型
人
間
、
会
社
が
な
か

な
か
休
め
な
い
と
い
う
檀
家
さ
ん
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、

こ
れ
は
本
当
に
よ
く
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

続
き
ま
し
て
、
4
番
の
「
未
開
筵
地
域
に
お
け
る
結
縁
五
重
の
可

能
性
」
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
現
代
布
教
研
究
班
で
検
討
し

た
開
筵
案
で
あ
り
ま
す
。

　

日
程
に
関
し
ま
し
て
は
、
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
お
出
し
す
る
だ
け
な

ん
で
す
が
、
こ
れ
は
昨
日
正
村
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
と
お
り
、

い
ろ
い
ろ
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
1
．
経
費
の
問
題
、
2
．
ス
タ
ッ

フ
の
問
題
、
3
．
用
具
に
関
す
る
問
題
、
4
．
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
、
受

者
の
五
重
ざ
ら
い
等
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
と
り
わ
け
「
経
済
的
な
ハ
ー
ド
ル
」
と
「
人
的

ハ
ー
ド
ル
」、
ス
タ
ッ
フ
な
ど
の
そ
う
い
っ
た
人
間
の
数
と
い
う
こ

と
で
考
え
ま
す
と
、
少
数
で
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
先
生
方

と
話
し
た
結
果
、
日
程
に
関
し
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
極
め
て
オ

ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
ス
タ
イ
ル
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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五
日
五
重
に
し
ま
し
て
、
60
分
で
13
席
。
非
常
に
よ
く
見
る
案
を

と
り
あ
え
ず
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
う
一
案
は
70
分
で

12
席
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
ま
す
が
、
要
偈
道
場
と
密
室
道
場

を
最
後
の
4
日
目
、
5
日
目
で
分
け
た
場
合
で
す
。

　

こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
い
ス
タ
ッ
フ
で
要
偈
か
ら
密
室

へ
の
し
つ
ら
え
を
速
や
か
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
記

念
写
真
、
昼
食
等
の
間
で
変
え
る
と
な
る
と
、
少
な
い
人
数
で
要
偈

か
ら
密
室
へ
変
え
る
に
は
ど
う
し
て
も
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す

の
で
、
4
日
と
5
日
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
を
た
っ
ぷ
り

と
っ
て
道
場
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
で
こ
う
し
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　

開
筵
例
の
日
程
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
予
算
案
に
関

し
ま
し
て
は
、
ち
ょ
っ
と
見
に
く
い
と
思
い
ま
す
の
で
一
応
資
料
に

添
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
設
定
」
と
い
う
も
の
が
細
か
い

字
で
書
い
て
あ
っ
て
非
常
に
読
み
に
く
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

以
前
『
教
化
研
究
』
の
ほ
う
に
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　
「
条
件
づ
け
を
し
な
け
れ
ば
、
こ
ん
な
の
で
は
と
て
も
」
と
言
わ

れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
詳
細
は
時
間
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん

の
で
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
最
初
、
関
西
の
先
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生
に
お
見
せ
し
た
と
こ
ろ
、「
こ
れ
、
詐
欺
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
ま

し
た
。「
え
っ
、
何
で
で
す
か
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、「
贈
五
重
回
向

を
ど
こ
で
す
る
ん
で
す
か
。
こ
ん
な
日
程
で
こ
ん
な
数
を
さ
ば
き
切

れ
な
い
で
し
ょ
う
。
回
向
の
時
間
が
な
い
で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
ま

し
た
が
、
東
西
の
ず
れ
と
い
う
も
の
を
非
常
に
感
じ
た
瞬
間
で
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

私
ど
も
東
京
の
人
間
か
ら
す
れ
ば
、「
回
向
師
」
と
い
っ
た
概
念

は
余
り
な
く
て
、
1
霊
ず
つ
丁
寧
に
節
を
つ
け
る
と
い
っ
た
回
向
で

は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
東
京
で
の
「
塔
婆
回
向
」
の
読
み
上
げ
を
想
定

し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

関
西
の
先
生
が
「
そ
ん
な
の
は
も
う
回
向
と
は
言
わ
な
い
」
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
と
い
う

こ
と
で
、「
五
重
未
開
筵
の
地
域
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
設
定
は
無
理

だ
ね
」
と
釘
を
刺
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
勧
誡
師
の
法
礼
に
つ
き
ま
し
て
、
こ
こ
で
金
額
を
決
め
る

と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ま
る
で
「
お

通
夜
の
と
き
の
お
布
施
を
幾
ら
に
し
ま
す
か
」
と
聞
か
れ
て
い
る
よ

う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
幾
ら
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
数
字
だ
け

が
独
り
歩
き
し
て
し
ま
う
の
で
、
こ
れ
は
金
額
を
相
当
考
え
ま
し
た
。

　

大
体
1
席
平
均
4
～
5
万
ぐ
ら
い
の
13
席
な
ら
ば
50
～
60
万
ぐ
ら
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「（
こ
の
予
算
書
を
見
て
）
概
要
は
こ
の
程
度
で
よ
ろ
し
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
経
費
の
か
か
る
こ
と
な
の
で
、
檀
家
の
少

な
い
寺
院
は
合
同
開
催
の
方
法
を
考
え
る
べ
き
で
は
？
」

と
い
う
ご
意
見
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
で
、
私
ど
も
か
ら
提
言
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
こ
う
い
っ
た
金
額
を

決
め
る
の
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
「
10
～
20
万
位
で
…
」
と
言
い
ま
す
と
、
最
近
の
人
は

大
抵
必
ず
10
万
の
ほ
う
を
選
ん
で
し
ま
う
わ
け
で
す
。
ど
う
し
て
も

安
い
ほ
う
を
と
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
我
々
の
提
言
に
し
ま
す
と
、「
そ
う
だ
ね
、
じ
ゃ
あ
、

60
～
70
万
だ
ね
」
と
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
恐
ら
く
「
い
や
、
こ
れ
じ

ゃ
失
礼
に
な
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
、
多
分
も
っ
と
高
い
金
額
を

選
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
予
算
書
は
、

あ
く
ま
で
経
費
が
な
る
べ
く
か
か
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
と
こ
ろ
に

注
意
し
て
つ
く
っ
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
時
間
も
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
少
し
早
口
に
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
5
番
に
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
当
然
時
間
は
な
い
だ
ろ
う

な
と
思
い
ま
し
た
の
で
紹
介
で
と
ど
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

「
諸
師
の
勧
誡
録
比
較
に
よ
る
勧
誡
内
容
の
変
化
」
と
申
し
ま
し
て
、

い
で
勘
弁
し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
こ
と
で
決
め
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
山
口
教
区
様
の
ほ
う
で
い
ろ
い
ろ
出
さ
れ
て
い
る
五
重
プ

ラ
ン
に
よ
り
ま
す
と
、「
受
者
の
数
×
1
万
円
」
ぐ
ら
い
で
ど
う
で

す
か
と
。
そ
こ
で
は
80
人
参
加
な
ら
80
万
円
、
教
授
師
は
お
そ
ら
く

そ
の
半
額
で
40
万
円
と
い
う
よ
う
な
数
字
を
出
さ
れ
て
い
た
事
も
参

考
に
し
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
が
総
合
研
究
所
で
こ
う
書
い
て
あ
る
か

ら
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
ま
せ
ん
し
、「
五
重
未
開
筵

の
地
域
に
お
け
る
」
と
い
う
前
提
で
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
す
の
で
、
電
気
を
つ
け
て

い
た
だ
け
ま
す
か
。
こ
の
表
の
一
番
下
に
ご
意
見
を
ち
ょ
う
だ
い
し

た
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
予
算
を
見
て
、
近
畿
の
方
か
ら
、

　
「（
こ
の
予
算
書
を
見
て
）
拙
寺
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
経
費
を

か
け
な
い
よ
う
に
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
当
地
方
、

少
な
く
と
も
部
内
寺
院
の
共
通
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
10
～
30
年

の
間
隔
で
の
実
施
な
の
で
、
な
か
な
か
申
し
合
わ
せ
が
で
き
な

い
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
中
四
国
の
方
か
ら
は
、
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法
訣
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
第
1
巻
と
い
う
の
は
前
方
便

部
分
に
な
り
ま
す
の
で
、
勧
誡
に
関
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
勧
誡
の
心
得
、
い
わ
ゆ
る
手
引
書
で
あ
り
ま
し

て
、
そ
の
『
浄
業
信
法
訣
』
を
引
き
継
い
で
実
際
の
席
数
で
配
分
し

た
も
の
が
、
朋
友
で
あ
り
ま
す
大
日
比
法
洲
上
人
の
『
信
法
要
決
』

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
が
現
在
手
に
入
り
や
す
い
の
は
、
同
朋
舎
よ
り
出
て
い
る

『
浄
土
宗
選
集
』
の
第
8
巻
が
一
般
的
に
一
番
知
ら
れ
て
い
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
『
浄
土
宗
選
集
』
に
書
か
れ
て
い
る
も
の

は
法
洲
さ
ん
の
も
の
で
は
な
く
て
、
的
門
さ
ん
の
『
信
法
要
決
辨

釈
』
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
非
常
に
誤
解
さ
れ
や
す
い
の
で
一
言
申
し
上
げ
ま
す
と
、

実
は
『
浄
土
宗
選
集
』
は
、
こ
と
し
ま
た
同
朋
舎
で
復
刊
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
全
く
同
じ
も
の
の
復
刊
に
な

り
ま
す
の
で
、
恐
ら
く
こ
の
「
著
者
：
法
洲
」
と
い
う
と
こ
ろ
も
全

く
同
じ
に
出
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
著
者
：
法
洲
」
と
な
っ
て
い
て
、
ま
た
後
ろ
の
改
題
部
分
に
も
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
の
解
説
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
非
常

に
誤
解
さ
れ
や
す
い
の
で
す
が
、
内
容
は
的
門
の
『
辨
釈
』
と
全
く

同
じ
も
の
が
選
集
に
載
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
に
は
北
条
的
門
師
の
『
信
法
要
決
辨
釈
』、
そ
こ
か
ら
次
に
時

間
軸
で
、
吉
岡
呵
成
上
人
の
『
點
睛
録
』、
そ
し
て
、
岩
井
智
海
上

人
の
『
五
重
講
説
』
と
い
う
3
つ
の
勧
誡
録
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
関
し
て
の
細
か
い
と
こ
ろ
は
こ
の
『
教
化
研
究
』
に
書
い

て
あ
る
と
お
り
な
の
で
す
が
、
こ
の
中
で
い
ろ
い
ろ
と
読
め
て
く
る

部
分
と
い
う
も
の
を
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
、
会

場
に
並
ん
で
い
る
も
の
で
第
19
号
だ
け
は
、
こ
の
学
術
大
会
で
も
お

持
ち
帰
り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
「
大
日
比
法
洲
上
人
の
『
信
法
要
決
』
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と

で
、
宮
入
良
光
研
究
員
及
び
八
木
英
哉
研
究
員
と
私
と
3
人
で
書
か

せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
が
こ
の
『
教
化
研
究
』
第
19
号
に
載
っ
て
お

り
ま
す
。

　

こ
こ
で
ど
う
い
っ
た
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
か
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
実
は
勧
誡
録
と
い
う
の
は
非
常
に
最
近
の
も
の
な
ん
で
す
ね
。

伝
書
と
い
う
も
の
は
江
戸
時
代
数
多
く
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
で
は

勧
誡
録
の
「
ル
ー
ツ
」
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
ど
れ
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
見
ま
す
と
、
こ
れ
は
的
門
の
『
信
法
要
決
辨
釈
』
な
ん
だ
ろ

う
な
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

敬
称
略
に
い
た
し
ま
す
が
、
た
び
た
び
出
ま
す
隆
円
の
『
浄
業
信
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あ
く
ま
で
比
喩
、
因
縁
の
部
分
で
科
学
的
知
識
と
い
う
も
の
を
非
常

に
巧
み
に
使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

例
え
ば
、
プ
リ
ズ
ム
の
事
が
、「
と
が
り
硝
子
」
と
い
う
言
葉
で

出
て
く
る
の
で
す
が
、
お
念
仏
と
い
う
の
は
、
非
常
に
単
純
な
行
で

あ
る
け
れ
ど
も
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
中
に
三
心
も
四
修
も

こ
も
っ
て
い
る
ん
だ
ぞ
。
念
仏
と
い
う
の
は
本
当
に
簡
単
だ
け
れ
ど

も
、
そ
こ
に
三
心
四
修
が
こ
も
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
最

近
よ
く
見
か
け
る
「
と
が
り
硝
子
」
に
太
陽
の
光
を
当
て
て
み
れ
ば
、

七
色
に
分
か
れ
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
プ
リ
ズ
ム
の
こ
と
を
「
最
近
、

み
ん
な
見
か
け
る
だ
ろ
う
」
と
紹
介
し
て
、
太
陽
の
光
だ
っ
て
無
色

透
明
だ
け
れ
ど
も
、
実
は
七
色
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
。

こ
う
い
っ
た
比
喩
の
使
い
方
が
そ
こ
ら
中
に
溢
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

た
だ
、
法
は
そ
の
ま
ま
、
昔
の
と
お
り
。
吉
岡
呵
成
さ
ん
の
あ
り

が
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
さ
ら
に
、
岩
井
智
海
上
人
の
『
五
重
講
説
』

に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
日
清
・
日
露
戦
争
が
終
わ
り
ま
し
て
、
こ

れ
か
ら
大
日
本
帝
国
と
し
て
戦
争
に
突
入
す
る
時
代
の
中
に
お
い
て
、

岩
井
智
海
上
人
が
実
体
験
、
い
わ
ゆ
る
従
軍
布
教
師
と
し
て
戦
地
に

行
っ
た
と
き
の
体
験
談
が
因
縁
話
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
る
わ
け
で
す

が
、
説
く
べ
き
と
こ
ろ
は
そ
の
状
況
で
の
本
願
念
仏
な
ん
で
す
ね
。

そ
こ
に
は
ぶ
れ
が
な
い
で
す
。

　

こ
れ
は
意
外
と
関
西
の
先
生
も
勘
違
い
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も

あ
り
ま
す
の
で
、
一
言
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
法
州
の
『
信
法
要
決
』
と
い
う
も
の
が
本
当
に
存
在
す

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
『
教
化
研
究
』
第
19
号
に
お
い
て
宮

入
研
究
員
が
実
際
に
い
ろ
い
ろ
と
探
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。

　

さ
て
、
的
門
、
吉
岡
呵
成
、
岩
井
智
海
と
い
う
こ
の
3
師
に
関
し

ま
し
て
は
、
時
代
背
景
が
非
常
に
複
雑
に
変
わ
る
わ
け
で
す
。
的
門

は
も
う
古
い
江
戸
末
期
の
法
話
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
ま
す
。
吉
岡
呵
成

は
も
う
文
明
開
化
の
後
、
大
教
院
時
代
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
も

う
国
民
総
教
育
、
い
わ
ゆ
る
学
生
制
度
が
明
治
19
年
に
始
ま
り
ま
し

た
。

　

そ
う
い
っ
た
こ
と
で
、
科
学
的
知
識
が
世
間
一
般
に
非
常
に
高
ま

っ
た
時
代
に
お
い
て
、
旧
態
依
然
の
法
話
と
い
う
も
の
が
非
常
に
難

し
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
も
う
本
当
に

時
間
が
な
く
て
ご
紹
介
で
き
な
い
ん
で
す
が
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い

比
喩
な
ど
を
利
用
し
た
呵
成
さ
ん
の
『
點
睛
録
』
と
い
う
の
が
ま
た

あ
り
が
た
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

な
ぜ
あ
り
が
た
い
か
と
申
し
ま
す
と
、
法
そ
の
も
の
は
全
く
変
わ

っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
法
そ
の
も
の
を
い
じ
く
っ
て
は
い
な
い
ん
で
す
。
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要
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
何
の
た
め
の
五
重
か
と
い
う

こ
と
に
注
目
し
ま
す
と
、
1
人
で
も
多
く
の
念
仏
者
を
育
て
る
た
め

の
五
重
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
念
仏
者
を
育
て
る
た
め
の
五
重
が
と

も
す
れ
ば
十
念
伝
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
懸
念
と
い
う
の
は
、

隆
円
さ
ん
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

　
『
浄
業
信
法
訣
』
の
中
で
「
よ
く
日
課
念
仏
を
務
め
て
い
た
の
に

ね
。
あ
の
人
は
、
五
重
を
受
け
た
後
、
十
念
き
り
で
い
い
と
言
っ
て

い
る
ら
し
い
よ
。
こ
れ
じ
ゃ
、
ま
る
で
一
念
義
に
九
念
ふ
え
た
だ
け

の
十
念
義
じ
ゃ
な
い
か
」
と
隆
円
さ
ん
が
嘆
か
れ
て
い
る
。
そ
う
い

っ
た
懸
念
を
し
ま
し
て
、
や
は
り
要
偈
の
と
き
に
日
課
念
仏
を
説
く

わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
次
に
「
小
消
息
の
勧
誡
等
」
と
い
う
、
こ
れ
も

可
能
性
と
し
て
挙
げ
た
わ
け
で
す
が
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
的
門
上

人
の
『
信
法
要
決
辨
釈
』
の
中
に
こ
う
い
っ
た
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。

「
い
よ
い
よ
明
日
は
正
伝
法
な
れ
ば
、
各
々
身
器
清
浄
に
し
て
早
朝

よ
り
来
詣
せ
ら
る
べ
し
。
な
お
又
、
明
後
日
は
御
礼
の
礼
拝
な
れ
ば

前
行
中
の
如
く
早
朝
よ
り
参
入
せ
ら
れ
よ
。
初
重
に
て
和
字
の
御
法

語
を
説
き
残
し
置
き
た
れ
ば
、
両
席
に
そ
れ
を
弁
示
し
て
、
今
般
伝

法
授
与
の
総
括
と
す
べ
し
」
と
い
っ
た
締
め
く
く
り
を
さ
れ
て
、
そ

の
後
に
2
席
、
正
伝
法
が
終
わ
っ
た
後
に
2
席
小
消
息
の
勧
誡
を
さ

　

お
念
仏
を
正
し
く
説
く
た
め
に
、
方
法
論
が
変
化
す
る
例
と
し
て
、

非
常
に
あ
り
が
た
い
3
冊
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
ご
め
ん
な
さ
い
。
こ
れ
は
テ
ー
マ
か
ら
も
逸
れ
て
し
ま
う

の
で
こ
の
ぐ
ら
い
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、「
お
わ
り
に
」
に

移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
お
わ
り
に
」
に
「
日
課
念
仏
の
勧
奨
」
と
書
き
ま
し
た
。
こ
れ

は
ど
う
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
か
と
申
し
ま
す
と
、
実
は
先
日

山
口
教
区
の
教
化
高
等
講
習
会
で
、
き
ょ
う
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
す
が
、
大
澤
亮
我
先
生
が
五
重
相
伝
の
講
義
を
さ
れ
て
い
る
と
き

に
、「
日
課
誓
約
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
剃
度
式
で
行
う
ん
で
し

ょ
う
ね
」
と
い
う
素
朴
な
問
題
提
起
を
さ
れ
て
い
た
の
が
、
私
に
は

す
ご
く
印
象
深
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
「
日
課
誓
約
が
ど
う
し
て
剃
度
式
な
ん
で
す
か
ね
。
な
ぜ
か
と
言

っ
た
ら
、
要
偈
道
場
の
伝
目
に
も
と
も
と
あ
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す

か
」
と
、「
隆
円
上
人
の
『
信
法
訣
』
の
中
で
も
ち
ゃ
ん
と
要
偈
の

伝
目
に
日
課
誓
約
が
あ
っ
た
の
に
、
そ
こ
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
ね
」

と
い
う
大
澤
先
生
の
ご
提
案
で
し
た
。

　

ふ
と
思
っ
た
の
は
、
き
ょ
う
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
林
田
先
生

が
以
前
や
は
り
そ
ん
な
こ
と
を
ご
指
摘
さ
れ
て
い
て
、「
あ
あ
、
そ

う
だ
な
。
確
か
に
」
と
思
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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最
後
に
ご
提
言
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
私
の
拙
い
発
表
を
閉

じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

林
田　

後
藤
先
生
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
五
重
相
伝
の
可
能
性
と

い
う
こ
と
で
、
昨
日
の
正
村
先
生
の
ご
発
表
、
ご
提
言
を
受
け
ま
し

て
、
こ
れ
か
ら
の
五
重
相
伝
を
見
越
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
開
筵
寺
院
か

ら
の
改
革
の
ご
提
案
、
あ
る
い
は
開
筵
例
の
ご
提
言
と
そ
の
可
能
性

に
つ
い
て
、
ま
た
、
諸
師
の
勧
誡
録
の
比
較
を
通
し
て
、
変
え
て
は

い
け
な
い
も
の
で
あ
る
法
説
の
部
分
、
そ
し
て
、
時
代
に
応
じ
て
、

時
機
相
応
に
比
喩
の
部
分
を
変
え
て
こ
ら
れ
た
点
に
つ
い
て
、
わ
か

り
や
す
く
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
続
き
ま
し
て
、
大
本
山
金
戒
光
明
寺
布
教
師
会
副
会

長
、
日
下
部
謙
旨
先
生
か
ら
お
話
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
す
。
先

生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

日
下
部　

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
お
手
元
の
レ
ジ
ュ
メ

に
従
っ
て
お
話
を
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

私
は
九
州
の
長
崎
の
生
ま
れ
で
あ
り
ま
す
。
現
在
は
兵
庫
県
の
神

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
『
浄
業
信
法
訣
』
の
隆
円
上
人
に
実
際
習
わ
れ

て
い
た
的
門
上
人
だ
か
ら
、
な
る
ほ
ど
と
。
最
後
に
小
消
息
の
話
を

授
け
る
と
い
う
の
は
、
実
は
意
識
的
に
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
し
て
、

最
後
に
十
念
伝
で
五
重
を
印
象
づ
け
な
い
よ
う
に
と
い
う
、
五
重
総

括
と
い
う
配
慮
で
は
な
い
の
か
と
私
は
思
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
要
偈
道
場
と
密
室
道
場
を
2
日
間
に
分
け
た
場
合
、
密
室

道
場
直
前
の
勧
誡
時
間
が
ど
う
し
て
も
1
席
空
い
て
し
ま
の
で
、
こ

こ
で
何
か
有
効
に
説
け
な
い
か
と
思
っ
た
と
き
に
、
第
五
重
と
共
に
、

小
消
息
を
そ
こ
に
持
っ
て
く
る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
で
は
な
い
か
と
。

　

例
え
ば
、
林
霊
法
台
下
の
勧
誡
録
な
ど
で
も
、
最
後
の
1
席
は
、

実
は
第
五
重
の
後
に
自
身
の
信
仰
体
験
を
持
っ
て
『
一
枚
起
請
文
』

を
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
例
も
あ
る
ん
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
第
五
重
を
も
っ
て
サ
ッ
と
勧
誡
が
終
わ
る
と
い
う
の

で
は
な
く
て
、
最
後
に
振
り
返
っ
て
初
重
に
戻
る
と
い
う
の
は
、
非

常
に
効
果
的
な
方
法
で
は
な
い
の
か
な
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
昔
の
勧
誡
録
を
読
ん
で
お
り
ま
す
と
、
こ
こ
か
ら
は

伝
灯
分
、
こ
こ
か
ら
は
正
説
分
と
、
あ
え
て
き
ち
っ
、
き
ち
っ
と
分

け
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
方
も
多
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
こ
ら

辺
に
勧
誡
の
自
由
度
と
い
う
の
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
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信
仰
と
い
う
も
の
は
、
ま
し
て
や
五
重
相
伝
と
い
う
も
の
は
、

「
教
学
」
が
中
心
に
な
る
こ
と
は
当
然
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に

や
は
り
感
動
、
感
性
に
訴
え
る
も
の
が
合
わ
さ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い

く
も
の
で
あ
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

き
の
う
柴
田
先
生
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
理
性
・
論

理
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
上
に
感
性
・
感
動
の
世
界
で
と
ら
え
て

い
る
の
が
こ
の
五
重
相
伝
の
現
場
で
あ
り
、
そ
こ
が
大
変
あ
り
が
た

い
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
数
字
と
の
違
和
感
、

感
覚
の
ず
れ
を
感
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

2
番
に
い
き
ま
す
が
、「
結
縁
五
重
」
と
い
う
も
の
は
、
念
仏
者

育
成
の
た
め
の
浄
土
宗
で
最
も
優
れ
た
法
要
（
行
事
）
で
あ
る
と
私

自
身
は
確
信
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
五
重
相
伝

を
開
筵
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
念
仏
者
、
篤
信
者
、
念
仏
行
者
の
育

成
の
た
め
、
こ
の
一
点
を
決
し
て
踏
み
外
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
。
こ
の
こ
と
を
私
自
身
肝
に
銘
じ
て
お
り
ま
す
し
、
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
あ
る
こ
と
は
存
じ
て

お
り
ま
す
が
、
や
は
り
お
金
も
う
け
の
た
め
の
五
重
相
伝
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
下
に
「
総
合
布
教
、
総
合
芸
術
」
と
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
先
輩
の
布
教
師
さ
ん
で
あ
り
、
ま
た
、
お
坊
様
等
が
五
重
相

戸
の
灘
区
と
い
う
と
こ
ろ
で
住
職
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ゆ

る
五
重
の
盛
ん
な
地
域
に
生
を
受
け
、
育
ち
、
そ
し
て
、
今
住
職
を

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
多
く
＂
五
重
の
現
場
＂

を
知
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
か
か
わ
ら
せ
て
い
た
だ
く
ご
縁
が

多
か
っ
た
こ
と
を
大
変
な
喜
び
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
現
在
は
勧
誡
が
中
心
で
は
あ
り
ま
す
が
、
教
授
師
と
い

う
お
役
目
、
ま
た
、
回
向
師
と
い
う
お
役
目
と
し
て
も
五
重
相
伝
を

経
験
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
5
年
余
り
前
に
な
り
ま
す
か
。
一
度
伝
燈
師
、
住
職
の
立

場
で
檀
信
徒
70
名
を
相
手
に
五
重
相
伝
を
開
筵
い
た
し
ま
し
た
。
そ

う
い
っ
た
＂
現
場
＂
の
立
場
か
ら
、
き
ょ
う
は
「
五
重
相
伝
の
こ
れ

か
ら
」
と
題
し
て
お
話
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

本
音
の
と
こ
ろ
で
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
り
ま
す

と
か
、
ま
た
、
そ
こ
に
出
て
く
る
数
字
、
答
え
を
先
日
来
拝
聴
し
、

ま
た
『
教
化
研
究
』
等
で
い
ろ
い
ろ
と
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
ど
う
し
て
も
現
場
の
実
感
と
の
ず
れ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

　

ど
う
し
て
も
数
字
に
は
出
な
い
、
こ
う
い
う
答
え
に
は
出
な
い
部

分
で
＂
現
場
＂
は
五
重
を
受
け
と
め
て
い
る
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
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た
。

　

ご
主
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
縁
で
五
重
相
伝
を
受
け
ら
れ
た
わ
け
で

す
が
、
五
重
相
伝
に
出
会
っ
て
よ
か
っ
た
、
間
に
合
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
う
い
う
縁
を
必
ず
お
子
さ
ん
に
、
そ
し
て
、
お
孫
さ
ん
に
結
ん
で

ほ
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
し
た
お
手

紙
を
ご
親
族
か
ら
見
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
、
本
当
に
あ
り
が
た

く
、
本
当
に
住
職
冥
利
に
尽
き
る
と
申
し
ま
す
か
、
伝
燈
師
冥
利
に

尽
き
る
、
そ
う
し
た
思
い
も
あ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
勧
誡
師
、
教
授
師
等
で
お
世
話
に
な
っ
た
よ
そ
の
お
寺

の
受
者
の
お
言
葉
を
幾
つ
か
紹
介
し
ま
す
と
、
こ
う
い
う
感
想
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
「
五
重
を
受
け
て
か
ら
、
毎
日
お
仏
壇
の
前
で
お
勤
め
を
す
る
の

が
日
課
と
な
り
ま
し
た
。
経
本
を
見
な
が
ら
お
勤
め
を
し
、
お
念
仏

を
称
え
て
い
ま
す
」
と
か
、「
私
に
と
っ
て
1
日
で
一
番
気
持
ち
の

落
ち
着
く
時
間
、
こ
れ
が
お
念
仏
を
申
す
時
間
で
す
」。

　

さ
ら
に
は
、「
人
生
を
発
見
で
き
た
大
切
な
修
行
、
そ
れ
が
五
重

相
伝
で
し
た
。
お
念
仏
を
お
称
え
し
、
往
生
す
る
と
き
の
お
土
産
に

い
た
し
ま
す
」、
さ
ら
に
、「
他
人
に
は
か
く
あ
る
べ
き
だ
と
発
言
し
、

行
動
し
て
い
た
こ
と
が
恥
ず
か
し
く
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
た
だ

ひ
た
す
ら
に
阿
弥
陀
様
に
お
す
が
り
す
る
だ
け
で
す
」。

伝
の
こ
と
を
「
総
合
布
教
」
と
名
づ
け
て
く
だ
さ
っ
た
り
、
総
合
芸

術
の
よ
う
な
も
の
な
ん
だ
と
感
動
を
持
っ
て
お
伝
え
し
て
く
だ
さ
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
五
重
相
伝
に
は
、
宗
学
、
教
学
と
い
う
も
の
が
も

と
に
あ
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
は
布
教
、
法
式
と
い
っ
た
も
の
が
見
事

に
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
勧
誡
、
回
向
等
も
含

め
、
儀
式
を
通
し
て
念
仏
信
仰
が
伝
わ
っ
て
い
く
大
変
尊
い
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
五
重
相
伝
を
受
け
ら
れ
た
方
々
の
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
聞
か

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
伝
燈
師
、
住
職
と
し
て
、
檀

信
徒
の
声
も
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
勧
誡
師
、
教
授

師
、
回
向
師
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
き
、
私
自
身
が
本
当
に
感
動
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。

　

5
年
前
に
70
名
の
受
者
で
伝
燈
師
と
し
て
開
筵
い
た
し
ま
し
た
が
、

そ
の
受
者
の
1
人
が
一
昨
年
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
受
者
の
中
で
初

め
て
往
生
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
方
が
、

遺
言
書
と
は
正
式
に
は
言
え
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ご
子
息

さ
ん
、
関
係
者
あ
て
の
最
後
の
手
紙
の
中
で
「
こ
の
五
重
相
伝
に
間

に
合
い
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
書
か
れ
て
お
ら
れ
ま
し
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外
で
こ
れ
ほ
ど
の
感
動
の
お
言
葉
な
り
、
そ
う
し
た
念
仏
生
活
に
結

び
つ
く
よ
う
な
言
葉
と
い
う
も
の
を
余
り
い
た
だ
く
こ
と
が
な
い
と

申
し
ま
す
か
、
や
は
り
最
高
の
布
教
の
手
段
と
し
て
五
重
相
伝
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
を
実
感
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
受
者
だ
け
で
は
な
く
て
、
五
重
相
伝
を
開
筵
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
ご
住
職
が
、
寺
族
が
本
当
に
自
信
を
持
っ

て
、
活
動
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
話
も
多
く
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
昨
年
で
す
か
、
兵
庫
県
の
神
戸
で
の
話
で
す
。
あ
る
お
寺

の
娘
さ
ん
が
半
分
嫌
々
な
が
ら
、
お
父
様
に
言
わ
れ
て
近
く
の
お
寺

で
五
重
を
受
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
五
重
を
受
け
た
後
に
や
は

り
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
り
ま
し
た
ね
。

　

そ
れ
ま
で
は
「
絶
対
お
寺
に
は
嫁
に
行
か
な
い
」
と
言
っ
て
い
た

そ
の
彼
女
が
「
お
寺
に
嫁
に
行
き
た
い
」
と
宣
言
し
ま
し
た
ね
。
こ

と
し
の
11
月
に
結
婚
式
が
あ
る
よ
う
で
す
。
本
当
に
あ
り
が
た
い
で

す
ね
。
そ
う
い
う
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
、
こ
れ

は
も
う
受
者
だ
け
で
は
な
く
て
、
本
当
に
住
職
と
し
て
も
、
寺
族
と

し
て
も
、
寺
庭
と
し
て
も
、
そ
う
い
っ
た
ご
縁
が
多
く
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
愚
か
で
つ
ま
ら
な
い
私
が
阿
弥
陀
様
の
お
陰
で
幸
せ
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お

念
仏
を
お
称
え
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」。

　

こ
ん
な
の
も
あ
り
ま
し
た
。「
五
重
の
縁
に
会
い
、
お
念
仏
を
申

す
こ
と
の
尊
さ
を
わ
か
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
朝
晩
の
お
念
仏
の

と
き
、
仏
様
の
お
顔
を
拝
み
、
御
教
え
の
ご
と
く
念
仏
申
し
て
お
り

ま
す
。
こ
の
後
何
年
の
命
を
い
た
だ
け
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

心
残
り
な
く
、
余
生
を
送
ら
せ
て
い
た
だ
け
る
気
が
い
た
し
ま
す
」。

　

も
う
1
つ
だ
け
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。「
五
重
相
伝

と
は
ど
の
よ
う
な
法
要
な
の
か
具
体
的
に
は
何
も
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
た
だ
、
浄
土
宗
で
は
生
前
に
五
重
相
伝
を
受
け
る
と
、

戒
名
に
誉
号
を
つ
け
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
ぐ
ら
い
し
か
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
五
日
間
、
五
重
相
伝
の
儀
を
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

た
だ
た
だ
、
そ
の
荘
厳
な
儀
式
に
感
動
し
、
心
が
洗
わ
れ
る
思
い
で

ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
一
緒
に
五
重
を
受
け
た
方
々
と
も
檀
家
と
し
て

の
一
体
感
が
わ
い
て
き
て
、
毎
朝
お
寺
へ
行
く
の
が
不
思
議
と
楽
し

か
っ
た
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
一
大
法
要
を
お
若
い
ご
住
職
様
が
立

派
に
お
務
め
な
さ
れ
た
こ
と
に
感
激
し
、
涙
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
で
し

た
」。

　

そ
う
し
た
感
想
等
を
多
く
い
た
だ
く
に
つ
け
、
実
際
五
重
相
伝
以
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思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、「
五
重
相
伝
と
し
て
の
加
行
」
と
書
い
て
お
り
ま
す
。

我
々
も
加
行
道
場
と
い
う
こ
と
で
五
重
相
伝
を
受
け
て
い
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
が
、
若
い
学
生
さ
ん
な
ど
加
行
を
受
け
た
人
た
ち
に
聞
い

て
み
て
も
、
そ
の
実
感
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　

悪
い
け
れ
ど
も
、
加
行
を
受
け
た
方
々
の
多
く
は
感
動
と
い
う
も

の
が
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
日
課
誓
約
も
受
者
の
ほ
う
は
三
百
遍

以
上
の
お
念
仏
を
相
続
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
若
い
お
坊
さ
ん
は
日

課
誓
約
を
何
遍
し
た
か
も
忘
れ
た
。
そ
し
て
、
実
践
し
て
い
な
い
と

い
う
割
合
が
グ
ン
と
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
現
状
が
あ
る
よ

う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
き
ょ
う
の
こ
の
テ
ー
マ
と
は
少
し
外
れ
ま
す
が
、「
僧
侶

養
成
」
に
は
、
そ
こ
に
本
当
に
「
教
え
」
と
「
感
動
」
と
い
う
も
の

が
合
わ
さ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
な
と
思
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

3
つ
目
に
「
日
常
の
教
化
の
延
長
」
と
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
次
の
問
題
と
も
か
か
わ
り
ま
す
。「
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
よ

り
も
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
」、
や
は
り
五
重
は
日
常
の
教
化
の
延
長
に
あ

る
べ
き
で
、
五
重
相
伝
の
開
筵
に
は
こ
う
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る

か
ら
、
浄
土
宗
が
こ
う
い
う
委
員
会
を
つ
く
っ
た
か
ら
、
じ
ゃ
あ
開

　

3
番
の
「
結
縁
五
重
開
筵
は
住
職
の
ヤ
ル
気
次
第
！
」
と
品
の
な

い
表
現
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
本
日
こ
の
場
に
は
、
未
開
筵
地
域

の
関
東
の
方
が
多
い
と
い
う
前
提
で
話
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
住
職
ご
自
身
が
五
重
の
現
場
を
知
る
と
い
う

こ
と
、
こ
れ
が
大
事
だ
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

マ
ニ
ュ
ア
ル
も
大
切
で
す
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
必
要
で
す
し
、
利
用

も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
余
り
に
も
現
場
を
踏
ま
え
な
い
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
だ
け
が
ひ
と
り
歩
き
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
危
惧

を
ど
う
し
て
も
持
っ
て
お
り
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
ご
縁
を
通
し
て
、
実
際
に
ご
住
職
自
身
が
、
将
来
伝

燈
師
に
な
る
べ
き
そ
の
お
方
に
、
五
重
の
現
場
を
体
験
し
て
い
た
だ

く
と
い
う
こ
と
が
、
何
よ
り
も
こ
れ
か
ら
五
重
相
伝
が
未
開
筵
地
域

に
広
が
っ
て
い
く
一
番
の
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

西
高
東
低
と
い
わ
れ
ま
す
が
人
数
で
は
な
く
て
、
開
筵
数
で
は
や

は
り
西
の
ほ
う
が
多
く
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
て
未
開
筵
地
域
の

方
に
は
、
ぜ
ひ
現
場
を
知
っ
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
が
大
前
提
で
あ
ろ

う
と
。
そ
し
て
、
そ
の
現
場
を
見
、
そ
う
い
う
受
者
の
姿
を
見
、
そ

う
い
う
中
で
ぜ
ひ
自
分
の
と
こ
ろ
で
も
や
り
た
い
と
い
う
、
そ
の
や

る
気
さ
え
あ
れ
ば
、
必
ず
後
の
こ
と
は
つ
い
て
く
る
世
界
だ
と
私
は
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重
相
伝
は
し
ば
ら
く
や
め
て
お
こ
う
と
い
う
意
見
も
多
く
聞
い
て
お

り
ま
す
。
た
だ
、
未
開
筵
地
域
は
そ
の
心
配
が
要
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
本
当
に
い
い
も
の
を
い
い
形
で
、
こ
う
い
う
も
の
に

す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
割
と
や
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

一
面
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
埼
玉
県
を
は
じ
め
関
東
で
も
五
重
相
伝

が
広
が
っ
て
い
き
つ
つ
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
は

無
駄
な
も
の
を
省
き
、
本
当
に
い
い
も
の
だ
け
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、

伝
え
て
い
く
ノ
ウ
ハ
ウ
が
で
き
つ
つ
あ
る
な
と
い
う
こ
と
を
見
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

4
番
に
「
変
え
て
良
い
こ
と
、
悪
い
こ
と
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
こ

れ
も
ラ
ン
ダ
ム
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
時
代
の
変
遷
に
伴

う
こ
と
、
今
で
も
限
ら
れ
た
地
域
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
期
間
も
七

日
五
重
か
ら
関
西
、
九
州
等
で
は
五
日
五
重
へ
と
多
く
シ
フ
ト
し
て

い
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　

先
ほ
ど
お
聞
き
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
も
う
関
東
で
は
四
日
五
重
と

い
う
の
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
で
あ
り
ま
す
。

も
う
す
ぐ
3
日
に
な
る
で
し
ょ
う
。
2
日
に
な
っ
て
、
一
日
五
重
は

で
き
な
い
か
と
い
う
議
論
が
い
つ
か
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

う
い
っ
た
心
配
、
危
惧
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

き
ま
し
ょ
う
、
と
言
っ
て
も
、
そ
う
簡
単
に
開
け
る
も
の
で
は
な
い

ん
で
す
ね
。

　

本
来
は
、
や
は
り
日
常
の
教
化
に
よ
る
檀
信
徒
の
厚
い
信
仰
、
そ

う
い
う
思
い
の
住
職
、
そ
し
て
、
そ
の
信
頼
関
係
の
中
か
ら
ぜ
ひ
自

分
も
五
重
相
伝
を
受
け
た
い
と
い
っ
た
檀
信
徒
か
ら
の
そ
う
い
う
声

で
本
当
は
開
筵
す
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

未
開
筵
地
域
か
ら
う
ま
く
い
く
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
欲
し
い
と
い

っ
た
意
見
が
あ
る
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
お
り
ま
す
が
、
や
は
り
マ

ニ
ュ
ア
ル
と
か
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
の
も
の
が
多
く
あ
り
ま
し
て
も
、

現
実
と
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
開
筵
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

た
だ
、
一
方
で
私
は
、
未
開
筵
地
域
ゆ
え
の
可
能
性
と
い
う
も
の

も
感
じ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
頃
若
い
ご
住
職
方
が
関
西
で
五
重
相
伝

を
開
い
て
お
り
ま
す
。
申
し
わ
け
な
い
け
れ
ど
も
、
か
な
り
縛
り
が

多
い
と
申
し
ま
す
か
、「
こ
れ
が
伝
統
だ
」
と
か
「
組
の
や
り
方
だ
」

と
い
っ
た
こ
と
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
っ
た
大
切
な
意
見
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
意
見

に
翻
弄
さ
れ
本
当
に
や
り
た
い
、
理
想
と
す
る
五
重
か
ら
遠
ざ
か
っ

て
い
く
と
い
う
現
状
が
結
構
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
言
わ
れ
る
く
ら
い
な
ら
、
そ
う
さ
れ
る
ぐ
ら
い
な
ら
も
う
五
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に
座
っ
て
の
礼
拝
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
が
、
五
体
投
地
を
正
式
に

し
て
い
る
の
は
内
陣
の
僧
侶
だ
け
で
、
受
者
は
ず
っ
と
座
っ
て
頭
を

下
げ
る
だ
け
と
い
う
よ
う
な
形
で
あ
り
ま
し
た
り
、
木
魚
を
打
っ
て

お
念
仏
を
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
で
き
に
く
か
っ
た
り
、
そ
う
い
っ

た
今
ま
で
当
然
の
こ
と
と
し
て
や
っ
て
い
た
こ
と
が
で
き
に
く
く
な

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
儀
式
の
や
り
方
も
大
き
く
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
は
、
お
軸
な
ど
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
等
に
変
わ
っ
て

勧
誡
で
使
用
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、
あ
の

二
祖
対
面
や
二
河
白
道
の
お
軸
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
あ
ら
わ
す
よ

う
な
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
時
代
の
流
れ
と
し
て
認
め

て
い
く
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
五
重
相
伝
と
言
い
ま
す
と
、
今
、
後
藤
先
生
の
お
話
に

も
あ
り
ま
し
た
が
、
昔
は
や
は
り
篤
信
者
を
対
象
と
し
た
五
重
相
伝

で
あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
多
く
、

仏
教
入
門
者
、
浄
土
宗
入
門
者
対
象
の
五
重
相
伝
と
な
っ
て
い
る
こ

と
も
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
勧
誡
の
内
容
等
も
本
当
に
入
門
の
と
こ

ろ
か
ら
お
話
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、

本
当
は
昔
以
上
に
勧
誡
の
時
間
も
日
数
も
必
要
な
ぐ
ら
い
だ
と
思
う

　

こ
れ
も
や
は
り
、
余
り
に
も
現
場
を
知
ら
な
い
の
か
な
と
い
う
思

い
を
私
は
し
て
お
り
ま
す
。
四
日
五
重
の
経
験
は
一
度
あ
り
ま
す
が
、

私
は
五
日
五
重
、
六
日
五
重
、
七
日
五
重
を
多
く
経
験
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

　

本
当
に
受
者
が
一
日
一
日
と
信
仰
が
深
ま
り
、
念
仏
の
声
が
大
き

く
な
り
、
そ
の
受
者
同
士
の
雰
囲
気
が
盛
り
上
が
っ
て
い
く
よ
う
な
、

あ
あ
い
っ
た
姿
を
見
る
と
、
こ
れ
を
簡
略
化
し
よ
う
な
ど
と
思
う
ど

こ
ろ
か
、
本
当
に
受
者
の
ほ
う
か
ら
「
も
う
1
日
あ
っ
て
も
い
い

な
」
と
思
わ
れ
る
ぐ
ら
い
の
五
重
相
伝
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
は
個
人
的
に
は
せ
め
て
「
5
日
」
の
線
は
守
り
ま

し
ょ
う
よ
と
。
い
ろ
い
ろ
な
ノ
ウ
ハ
ウ
、
や
り
方
が
あ
る
こ
と
は
存

じ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
4
日
に
す
る
と
、
必
ず
3
日
の
声
が
出

て
く
る
、
1
日
と
い
う
声
が
出
て
く
る
の
は
も
う
時
間
の
問
題
の
よ

う
な
気
が
し
て
恐
れ
て
お
り
ま
す
。
も
う
5
日
、
5
日
間
。「
も
う

こ
れ
以
上
は
短
く
し
な
い
ん
だ
」
と
思
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
私

は
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

神
戸
な
ど
で
は
受
者
は
も
う
ほ
ぼ
1
0
0
％
座
布
団
か
ら
椅
子
席

に
な
り
ま
し
た
。
震
災
以
後
1
0
0
％
で
す
。
そ
う
考
え
ま
す
と
、

い
わ
ゆ
る
五
体
投
地
の
礼
拝
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
せ
ん
。
椅
子
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う
い
っ
た
新
興
宗
教
等
も
あ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
に
学
べ
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
我
々
が
通
り
一
遍
に
、
昔
ど

お
り
に
や
る
こ
と
だ
け
が
儀
式
で
は
な
い
部
分
も
あ
る
と
い
う
こ
と
。

そ
こ
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
応
し
て
勧
誡
、
伝
書
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

中
で
や
は
り
こ
れ
も
き
ょ
う
の
テ
ー
マ
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
五
重
の
勧
誡
と
伝
法
と
い
う
も
の
が
結
び
つ

か
な
い
ん
で
す
。
結
び
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
り
ま
す
。

　

勧
誡
は
勧
誡
を
や
り
っ
放
し
、
そ
し
て
、
儀
式
は
儀
式
。
で
す
か

ら
、
現
状
か
ら
い
き
ま
す
と
、
例
え
ば
要
偈
道
場
で
あ
の
四
句
の
偈
、

要
偈
細
釈
を
す
る
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
受
者
に
伝
わ
っ
て
ま
い
り

ま
せ
ん
。

　

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
入
門
編
で
あ
り
な
が
ら
三
部
経
に
つ
い
て
も

説
く
こ
と
が
な
い
勧
誡
と
い
う
も
の
が
多
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
伝

法
の
と
き
だ
け
で
、
こ
の
第
一
句
、
究
竟
大
乗
浄
土
門
は
三
部
経
で

言
え
ば
、
無
量
寿
経
に
当
て
は
ま
り
と
か
、
そ
う
い
っ
た
お
話
を
さ

れ
て
も
、
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
。

　

勧
誡
と
伝
書
、
伝
法
と
い
う
も
の
は
、
お
互
い
も
っ
と
リ
ン
ク
し

た
も
の
に
な
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
勧
誡
は
勧
誡
、
そ
し
て
、

伝
法
は
伝
法
で
、
余
り
に
も
別
々
の
も
の
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
と
思

わ
け
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
と
き
に
一
方
で
は
短
縮
し
よ
う
と
す
る
。
本
当
に
伝

え
る
べ
き
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
な
と
い
う
思
い
も
あ
る
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、「
法
要
、
儀
式
の
演
出
」
と
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
や
は
り
時
代
と
と
も
に
変
え
て
い
い
も
の
と
変
え
て

は
い
け
な
い
も
の
の
両
方
あ
る
と
思
い
ま
す
。
や
や
も
す
る
と
、

我
々
も
含
め
ま
し
て
本
当
に
変
え
て
は
い
け
な
い
も
の
を
平
気
で
変

え
て
、
そ
し
て
、
ど
う
で
も
い
い
こ
と
、
時
代
に
即
応
す
べ
き
こ
と

に
固
執
し
て
い
る
と
い
う
一
面
が
五
重
相
伝
な
ど
で
は
多
く
見
受
け

ら
れ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
で
は
な
い
。
変
え
て
は
い
け
な
い
そ
の
御
教
え
を
全
く
変
え

ず
に
、
そ
れ
を
勧
誡
の
中
の
譬
喩
で
あ
る
と
か
、
ま
た
、
儀
式
等
の

演
出
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
大
胆
に
変
え
て
も
い
い
時
代
に
来

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
や
は
り
昔
と
違
っ
て
光
と
か
音
と
い
っ
た
も
の
を
使
っ

て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
実
際
も
う
新
興
宗
教
が
五
重
相
伝
を
真

似
て
、
そ
う
い
う
儀
式
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
噂
も
聞
い
て
お
り
ま

す
。
白
道
の
渡
河
な
ど
は
、
光
と
音
な
ど
を
利
用
し
て
、
あ
の
白
道

か
ら
踏
み
外
れ
る
こ
と
が
怖
い
く
ら
い
の
演
出
を
す
る
よ
う
な
、
そ
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こ
と
で
す
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
深
め
て
、
広
げ

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
五
重
相
伝
の
現
場
で
感
じ
る
の
は
特
に
若
い
方
々
に
字

を
書
け
る
人
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
こ
れ
は
回
向
が
で

き
る
人
と
か
、
勧
誡
が
で
き
る
人
以
上
に
字
を
書
け
る
人
が
本
当
に

少
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
最
近
唖
然
と
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
が
言
う
の
も
ま
こ
と
に
お
こ
が
ま
し
い
で
す
が
、

字
を
書
け
る
と
い
う
だ
け
で
も
、
本
当
に
五
重
相
伝
に
お
い
て
貴
重

な
戦
力
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
現
状
が
あ
る
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
つ

け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

費
用
、
ス
タ
ッ
フ
の
問
題
は
、
先
ほ
ど
後
藤
先
生
の
と
こ
ろ
で
も

あ
り
ま
し
た
が
、
決
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
問
題
で
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
が
育
っ
て
い
き
ま
す
と
、

本
当
に
人
数
も
少
な
く
、
費
用
も
抑
え
な
が
ら
、
そ
し
て
、
い
い
五

重
へ
と
な
っ
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
お
わ
り
に
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、

結
縁
五
重
は
や
は
り
念
仏
者
育
成
の
た
め
の
最
高
の
法
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
現
場
を
通
し
て
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
受
者
に
と
っ
て
の
本
当
に
念
仏
相
続
、
念
仏
往
生
と
い

っ
て
お
り
ま
す
。

　
「
そ
の
他
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
き
の
う
の
横
井
先
生
の
ご

指
摘
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
地
元
の
青
年
僧
侶
の
育
成
、

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
い
い
ま
す
か
、
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
い
い
ま
す
か
、

そ
う
い
っ
た
方
々
を
育
て
た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

中
央
か
ら
、
本
山
か
ら
、
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
の
派

遣
部
隊
と
い
う
も
の
も
き
っ
か
け
と
し
て
は
大
切
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

今
後
を
見
据
え
た
と
き
に
は
、
や
は
り
地
元
の
、
と
り
わ
け
若
手
の

方
々
が
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
前
向
き
に
、
積
極
的
に
取
り
組
み
、
学

ん
で
い
く
。
そ
し
て
、
地
元
の
ス
タ
ッ
フ
で
五
重
が
多
く
開
筵
で
き

る
よ
う
な
形
に
な
り
ま
せ
ん
と
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
派
遣
部
隊
だ
け

が
中
心
に
な
っ
て
い
て
は
、
深
ま
っ
て
い
か
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　

今
法
式
に
か
か
わ
る
若
い
僧
侶
の
皆
さ
ん
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
に
は
、
や
は
り
回
向
な
ど
を
通
し
て

現
場
を
知
り
な
が
ら
や
っ
て
い
た
だ
く
。
ま
た
、
布
教
の
勉
強
を
し

よ
う
と
い
う
若
い
人
た
ち
も
今
本
当
に
ふ
え
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
人
た
ち
が
五
重
の
勧
誡
を
聞
き
、
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
は
何
も
五
重
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
て
、
ふ
だ
ん
の
布
教
で
あ
り
、

ふ
だ
ん
の
回
向
、
そ
う
い
っ
た
日
常
の
活
動
に
も
十
分
通
じ
て
い
く
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た
し
ま
す
。

　

西
城　

西
城
で
ご
ざ
い
ま
す
。
東
京
教
区
江
東
組
に
所
属
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
江
東
組
青
年
会
、
江
東
組
と
部
内
近
隣
の
数
か
寺
で

五
重
相
伝
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
増
上
寺
の
内
侍
、
法
務
の
経
験

に
基
づ
き
ま
し
て
、
福
西
先
生
監
修
の
『
五
重
相
伝
・
授
戒
会
』
の

編
集
に
従
事
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
藤
井
大
僧
正
か
ら
椎
尾
弁
匡
大
僧
正
台
下
の
璽
書
の
勧
誡

の
テ
ー
プ
起
こ
し
を
3
回
ほ
ど
頼
ま
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で

昨
日
勧
誡
の
中
に
柴
田
先
生
の
お
寺
の
話
が
あ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
経
験
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

 

本
年
は
、
こ
の
東
京
教
区
の
数
組
が
組
主
催
の
五
重
相
伝
を
行

い
ま
し
た
。
そ
の
先
駆
け
で
あ
る
江
東
組
の
五
重
相
伝
を
初
め
に
紹

介
し
ま
す
。
次
に
、
こ
れ
か
ら
五
重
相
伝
を
初
め
て
厳
修
し
た
い
方

の
た
め
に
参
考
と
な
る
も
の
を
挙
げ
て
、
そ
の
心
構
え
を
話
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
最
後
に
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
国
内
開
教
研
究
班

が
行
っ
た
五
重
相
伝
の
受
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
分
析
結
果
を
紹
介

い
た
し
ま
す
。

う
と
こ
ろ
、
こ
の
大
前
提
を
踏
み
外
さ
な
い
よ
う
に
勉
強
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
ま
た
、
か
か
わ
ら
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
な
と
い
う
思
い
を

強
く
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
時
間
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
ま

で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
拍
手
）

　

林
田　

日
下
部
先
生
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

日
下
部
先
生
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
勧
誡
師
、
あ
る
い
は
回
向
師
、

教
授
師
と
し
て
の
豊
富
な
ご
経
験
、
さ
ら
に
は
、
伝
燈
師
と
し
て
の

ご
経
験
か
ら
、
受
者
の
言
葉
か
ら
始
ま
っ
て
、
住
職
の
や
る
気
次
第

で
化
他
五
重
、
結
縁
五
重
が
開
筵
で
き
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
。

　

ま
た
、
時
代
の
変
遷
に
伴
い
変
え
て
よ
い
こ
と
、
と
り
わ
け
私
た

ち
が
受
者
の
方
々
に
ど
れ
だ
け
信
仰
の
感
動
を
与
え
ら
れ
る
か
と
い

っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
必
要
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
。
そ
の
一
方
で
、
二
祖
三
代
の
「
所
求
」、「
所

帰
」、「
去
行
」
と
い
っ
た
基
本
的
な
部
分
に
関
し
て
は
、
決
し
て
変

え
て
は
い
け
な
い
部
分
だ
と
い
う
こ
と
を
強
く
訴
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
続
き
ま
し
て
、
本
日
最
後
の
パ
ネ
ラ
ー
の
ご
発
表
で

ご
ざ
い
ま
す
。
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
、
西
城
宗
隆
先
生

に
お
話
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
す
。
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
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本
番
に
臨
み
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
の
五
重
相
伝
は
、
ち
ょ
う
ど
N
H
K
の
『
お
し
ん
』

が
放
送
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
で
、
2
月
の
寒
い
と
き
に
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
皆
必
死
で
行
い
熱
気
に
包
ま
れ
た
感
じ
で
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
当
時
は
、
増
上
寺
で
五
重
相
伝
と
授
戒
会
が
隔
年
で
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
の
で
、
檀
家
に
は
増
上
寺
の
五
重
相
伝
を
受
け
る
よ
う

に
と
勧
め
て
お
り
ま
し
た
。
東
京
の
寺
院
で
は
五
重
相
伝
を
行
う
と

い
う
意
識
が
余
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
江
東
浄
青
の
五
重
相
伝
の

後
は
江
東
組
が
主
催
と
な
り
、
会
所
は
部
の
持
ち
回
り
で
決
め
て
、

定
期
的
に
五
重
相
伝
・
授
戒
会
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

伝
燈
師
、
伝
戒
師
は
、
そ
の
部
の
会
所
の
住
職
、
ま
た
は
部
の
長

老
が
担
当
し
ま
し
た
。
江
東
組
の
寺
院
の
教
師
が
全
員
出
仕
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
要
の
役
配
は
各
部
に
振

り
分
け
ま
し
た
。
例
え
ば
最
朝
法
要
の
と
き
に
は
、
そ
の
部
の
責
任

で
導
師
が
贈
五
重
の
回
向
を
す
る
人
な
ど
を
決
め
ま
し
た
。

　

江
東
組
の
五
重
相
伝
は
4
年
ご
と
に
各
部
の
責
任
で
会
所
を
決
め

て
行
う
と
い
う
持
ち
回
り
制
に
し
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
が
継
続
的
な

五
重
相
伝
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
五
重
相
伝
は
最
初
の
決
断
力
、

そ
し
て
、
継
続
性
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

近
年
の
五
重
相
伝
の
受
者
は
、
念
仏
を
称
え
る
篤
信
者
と
い
う
よ

　

五
重
相
伝
が
な
か
な
か
厳
修
で
き
な
い
理
由
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

理
由
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
経
済
的
な
面
な
ど
の
問
題
点
が

あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
大
き
な
理
由
は
、
大
勢
の
住
職
、

副
住
職
を
始
め
、
多
く
の
人
を
何
日
も
拘
束
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
五
重
相
伝
が
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域
で
は
、
ま
ず
檀
信

徒
に
ど
の
よ
う
に
五
重
相
伝
を
知
ら
し
め
る
か
と
い
う
こ
と
。
次
に
、

僧
侶
自
身
が
ど
の
よ
う
に
五
重
相
伝
を
行
っ
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
し

て
、
五
重
相
伝
そ
の
も
の
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
き

な
理
由
で
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

江
東
組
の
五
重
相
伝

　

昭
和
59
年
江
東
組
青
年
会
、「
江
東
浄
青
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す

が
、
青
年
会
創
設
10
周
年
記
念
と
し
て
、
全
く
何
も
わ
か
ら
な
い
ま

ま
や
る
！
と
い
う
、
こ
の
決
断
力
に
よ
っ
て
五
重
相
伝
を
江
東
組
の

ご
寺
院
の
協
力
に
よ
っ
て
厳
修
い
た
し
ま
し
た
。

　

第
1
の
問
題
は
、
ど
こ
で
五
重
を
行
う
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
五
重
相
伝
を
ぜ
ひ
行
い
た
い
と
い
う
ご
住
職

が
あ
ら
わ
れ
ま
し
て
、
会
所
が
決
ま
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
話

が
と
ん
と
ん
と
進
み
ま
し
て
、
勧
誡
師
、
教
授
師
、
伝
戒
師
が
す
ぐ

決
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
五
重
相
伝
の
次
第
な
ど
を
何
十
回
も
行
い
、
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五
重
相
伝
は
特
に
地
域
性
が
あ
り
ま
す
が
、
い
い
と
こ
ろ
を
盗
ん

だ
ほ
う
が
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
足
揃
式
を
「
帰
敬
式
」
と
称
し
た

の
も
こ
の
例
で
ご
ざ
い
ま
す
。
他
の
地
域
で
五
重
相
伝
に
携
わ
っ
た

人
が
「
こ
こ
は
こ
う
し
た
ほ
う
が
い
い
よ
」
と
言
う
と
、
つ
い
そ
う

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
行
っ
て
、

2
～
3
回
目
か
ら
は
そ
れ
が
伝
承
儀
礼
と
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ

り
ま
す
。

　

江
東
組
の
五
重
相
伝
は
「
日
中
法
要
」
と
称
し
て
い
ま
す
。
法
式

の
先
生
か
ら
「
な
ぜ
半
斎
供
養
を
行
わ
な
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
を

質
問
さ
れ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
本
尊
と
贈
五
重
の
諸
精
霊
の

位
牌
の
前
に
は
お
膳
を
お
供
え
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
「
ノ
ウ
マ
ク
サ
ラ
バ
ー
」
で
は
な
く
て
、
日
常
勤
行
式
を

少
し
で
も
体
得
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
あ
え
て
半
斎
供
養
を
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
関
東
の
贈
五
重
は
、
先
ほ
ど
後
藤
先
生
も
仰

い
ま
し
た
が
、
単
に
追
善
回
向
で
あ
っ
て
贈
号
す
る
こ
と
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。

　

江
東
組
の
回
向
の
対
象
は
先
祖
代
々
の
回
向
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
五
重
の
会
座
に
つ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方
の
戒
名

で
回
向
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
没
後
戒
名
で
誉
号
を
つ
け
た
方
は
贈

五
重
の
回
向
を
し
て
、
五
重
相
伝
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
が
現
状
で

り
は
、
よ
く
お
参
り
に
来
ら
れ
る
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
寺
の
檀
信

徒
で
は
あ
り
ま
す
が
、
仏
弟
子
に
な
る
作
法
も
受
け
て
い
る
と
い
う

人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
開
白
の
法
要
の
前
に
五
重
相
伝
を
受
け

る
心
構
え
、
威
儀
作
法
な
ど
を
説
明
し
ま
す
が
、
あ
ま
り
時
間
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
日
常
勤
行
式
な
ど
の
威
儀
作
法
を
少
し

体
得
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
も
、
五
重
相
伝
を
受
け
る
方
は
、
五
重

相
伝
の
一
環
と
し
て
帰
敬
式
を
受
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
受
者
の
中
に
は
新
入
生
と
同
様
に
五
重
相
伝
を
受
け

る
に
当
た
っ
て
は
何
か
と
不
安
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
五
重
相
伝

の
開
筵
に
先
立
っ
て
、
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
の
説
明
会
と
い
う

よ
り
は
帰
敬
式
を
行
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

江
東
組
の
あ
る
ご
住
職
は
、
威
儀
作
法
な
ど
を
教
え
る
た
め
に
前

も
っ
て
行
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
五
重
相
伝
を
行
っ
て
足
揃
式
の

必
要
性
を
知
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
江
東
組
で
は
足
揃
式
に
習
っ
て
「
帰
敬
式
」
を
行
い
ま
し
た
。

法
式
、
儀
礼
は
、
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
て
、
体
に
染
み
込
ん
で
い
る

も
の
で
す
か
ら
、
他
の
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
作
法
は
と
て
も
違
和

感
が
あ
り
ま
す
。
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ま
た
、
江
東
浄
青
の
檀
信
徒
さ
ん
に
も
参
加
す
る
人
が
多
く
、
同

じ
江
東
組
の
檀
信
徒
と
し
て
お
互
い
に
親
睦
を
深
め
、
毎
月
別
時
で

会
う
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
人
も
多
く
い
ま
す
。

　

私
の
お
寺
の
総
代
も
五
重
相
伝
を
受
け
ま
し
た
の
で
、
別
時
会
に

参
加
し
て
多
く
の
お
寺
を
参
拝
し
ま
し
た
。
私
が
書
院
を
再
建
す
る

と
き
に
恐
る
恐
る
話
を
し
た
わ
け
で
す
が
、
総
代
さ
ん
は
「
立
派
な

お
寺
さ
ん
を
見
て
き
た
の
で
、
ぜ
ひ
、
私
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
建

て
な
さ
い
」
と
即
答
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
五
重
相
伝
、

お
念
仏
の
功
徳
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
五
重
相
伝
に
始
め
て
携
わ
っ
た
若
い
僧
侶
は
、
現
場
に
立

ち
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
五
重
相
伝
の
あ
り
方
を
再
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
加
行
と
結
縁
五
重
の
「
密
室
道
場
」
と
い
う
名
称
は

同
じ
で
す
が
、
浅
学
相
承
と
結
縁
相
承
で
あ
り
、
厳
密
に
は
違
い
ま

す
。
若
い
僧
侶
が
五
重
相
伝
に
出
仕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
加
行
の
こ

と
を
思
い
出
し
て
、
五
重
相
伝
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
も
で
き
ま
し

た
。

　

五
重
相
伝
は
檀
信
徒
に
と
っ
て
も
、
僧
侶
に
と
っ
て
も
道
場
で
あ

り
、
そ
の
意
識
を
持
っ
て
厳
修
す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。

型
と
そ
の
精
神

　

法
式
の
先
生
は
、
ど
う
し
て
も
伝
統
を
継
承
す
る
こ
と
と
音
声
、

ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
贈
五
重
の
申
し
込
み
が
多
い
と
き
に
は
、
受
者
が
帰
っ
た
後

に
一
座
の
法
要
を
行
い
ま
し
て
、
若
手
の
僧
侶
が
回
向
師
と
な
っ
て

回
向
を
勧
め
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
1
人
で
も
多
く
の
五
重
の
エ
キ

ス
パ
ー
ト
、
後
継
者
の
養
成
の
た
め
で
も
あ
り
ま
す
。
次
回
の
五
重

相
伝
の
と
き
に
は
贈
五
重
の
回
向
が
で
き
る
よ
う
に
と
願
っ
て
い
る

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
受
者
に
は
出
席
カ
ー
ド
を
配
り
、
毎
朝
判
子
を
押
し
て
い

ま
す
。
も
し
、
剃
度
式
な
ど
を
欠
席
し
た
場
合
は
、
別
室
に
呼
び
出

し
ま
し
て
伝
燈
師
と
1
対
1
で
作
法
を
行
い
ま
す
の
で
、
欠
席
し
に

く
く
し
て
お
り
ま
す
。

　

五
重
相
伝
を
受
け
た
方
に
は
、
江
東
浄
青
主
催
の
別
時
念
仏
会
に

毎
月
参
加
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。
江
東
浄
青
で
は
、

以
前
か
ら
青
年
会
の
み
で
細
々
と
別
時
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、

五
重
相
伝
以
後
の
別
時
念
仏
に
は
五
重
の
受
者
の
方
も
大
勢
参
加
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
別
時
念
仏
は
会
所
を
組
寺
内
の
持
ち
回
り
で
開
催
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
菩
提
寺
以
外
の
お
寺
に
も
お
参
り
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
組
寺
内
で
な
く
、
増
上
寺
様
始
め
東
京
教
区
の

由
緒
あ
る
お
寺
に
も
別
時
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
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い
四
か
条
が
あ
る
と
し
て
、『
選
択
集
』
の
第
三
章
段
、
大
原
問
答
、

聖
冏
上
人
の
『
教
相
十
八
通
』、
四
十
八
願
、
一
枚
起
請
文
で
す
。

と
も
か
く
こ
れ
だ
け
は
勉
強
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
述
べ
て
い
る

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、『
浄
業
信
法
訣
』
の
在
家
五
重
の
受
者
の
資
格
は
、
50

歳
以
上
で
、
三
万
遍
以
上
の
日
課
念
仏
を
称
え
る
信
心
決
定
の
行
者

で
あ
っ
た
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
な
り
ま
す
と
、
伝
燈
師
の
資
格
は
受
者
が
三
万
遍
で
す
か
ら
、

伝
燈
師
は
六
万
遍
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
現

行
の
伝
法
規
定
に
は
、
伝
燈
師
の
資
格
は
定
め
て
ら
れ
て
お
り
ま
せ

ん
。

　

今
月
の
宗
会
で
伝
法
規
定
の
改
正
案
を
提
出
す
る
予
定
で
ご
ざ
い

ま
す
。
や
っ
と
こ
こ
で
伝
燈
師
は
璽
書
を
受
け
た
人
と
す
る
と
い
う

こ
と
が
制
定
さ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
（
平
成
21
年
９
月
の
宗
会

で
は
質
議
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
五
重
相
伝
は
正
伝
法
な
ど
を
伝
授
す
る
伝
燈
師
、

浄
土
宗
の
教
え
を
講
義
す
る
勧
誡
師
、
勤
行
・
贈
五
重
を
始
め
儀
式

を
司
る
教
授
師
ま
た
は
回
向
師
が
三
役
と
な
っ
て
行
い
ま
す
。
準
備

開
筵
に
際
し
て
は
五
重
の
巻
物
と
贈
五
重
を
つ
く
る
伝
巻
師
が
教
授

師
の
下
で
行
い
ま
す
。

威
儀
を
主
す
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
五
重
相
伝
の

中
で
道
場
の
荘
厳
、
威
儀
作
法
は
ど
う
し
て
こ
う
な
の
か
を
知
っ
た

上
で
実
際
に
行
う
か
否
か
が
問
題
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
「
型
の
精
神
」
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
、
滋
賀
教
区
の
初
め
て
五
重
相
伝
を
す
る
住
職
の
た
め

の
『
結
縁
五
重
撮
要
』、
五
重
の
準
備
か
ら
法
要
ま
で
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
確
認
し
な
が
ら
、

五
重
相
伝
を
実
施
す
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
初
め
て
伝
燈
師
を
な
さ
る
方
は
、
伝
書
を
そ
の
ま
ま
読
ま

ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
多
い
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で

い
い
の
で
す
が
、
正
し
く
五
重
の
精
神
を
理
解
し
た
上
で
正
伝
法
に

臨
む
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。

　

五
重
相
伝
の
テ
キ
ス
ト
と
言
え
ば
、
隆
円
上
人
の
『
浄
業
信
法

訣
』
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
最
初
に
「
一
住
職
と
し
て
化
他
を
し
よ
う
と
思
う
の
は
、
か

ね
て
自
行
の
た
め
に
、
観
徹
の
『
三
部
経
合
讃
』、『
往
生
論
注
』、

『
選
択
集
』、
四
十
八
願
、
三
巻
七
書
、
向
阿
上
人
の
『
三
部
假
名

抄
』
を
泣
い
て
も
、
笑
っ
て
も
、
せ
め
て
こ
の
ぐ
ら
い
は
学
ば
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
い
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
浄
土
宗
の
僧
侶
と
し
て
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な



─ 97 ─

何
度
も
何
度
も
読
ん
で
正
伝
法
に
臨
ん
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
伝
書

を
手
に
と
っ
て
み
ま
す
と
臨
場
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
伝
書
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
次
は
、
昨
日
柴
田
先
生
も
仰
い

ま
し
た
よ
う
に
、
知
恩
院
の
山
下
現
有
大
僧
正
の
『
結
縁
五
重
伝

書
』
を
読
み
、
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
ま
す
が
、『
浄
業
信

法
訣
』
の
第
3
巻
、
4
巻
の
と
こ
ろ
を
読
み
、
そ
し
て
、
三
巻
七
書

等
々
を
拝
読
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
読
み
方
は
要
偈
道
場
で
行
う
伝
授
作
法
と
同
じ
な
わ
け
で
す
。

三
部
経
の
結
論
で
あ
る
要
偈
を
先
に
授
か
っ
て
、
浄
土
宗
的
視
線
で

三
部
経
等
々
を
も
う
一
度
読
み
直
し
て
き
な
さ
い
、
勉
強
し
て
き
な

さ
い
と
い
う
の
が
こ
の
伝
授
作
法
の
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、

よ
く
わ
か
ら
な
い
包
み
を
渡
し
て
い
る
だ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

こ
の
伝
授
作
法
の
威
儀
を
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

　

本
日
の
副
題
を
「
型
と
精
神
」
と
し
た
の
も
、
こ
れ
が
言
い
た
い

た
め
で
あ
り
ま
す
。
伝
授
作
法
を
初
め
、
儀
礼
に
は
重
要
な
意
味
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
五
重
伝
書
の
中
に
今
岡
達
音
先
生
の
『
化
他
五
重
』
と
い

う
本
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
勧
誡
に
隆
円
上
人
の
『
浄
業
信
法

訣
』
を
用
い
、
そ
し
て
、
正
伝
法
に
は
こ
の
妙
瑞
上
人
の
『
化
他
五

重
指
南
』
を
勧
め
て
お
り
ま
す
。
妙
瑞
上
人
は
、
伝
書
を
網
羅
し
た

　

特
に
五
重
相
伝
は
、
法
式
、
儀
礼
が
主
と
な
り
ま
す
か
ら
、
五
重

が
行
わ
れ
る
前
に
教
授
師
ま
た
は
回
向
師
が
伝
燈
師
と
勧
誡
師
を
仲

介
と
し
て
三
者
会
談
を
密
に
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
と
き
に

伝
燈
師
さ
ん
の
伝
書
は
何
を
用
い
る
か
を
知
っ
て
お
く
と
よ
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

伝
燈
師
さ
ん
は
要
偈
、
密
室
の
正
伝
法
の
と
き
に
滋
賀
教
区
の

『
結
縁
五
重
伝
書
』、
ま
た
は
知
恩
院
布
教
師
会
の
『
結
縁
吉
水
伝

書
』
と
い
う
伝
書
を
お
使
い
に
な
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
隆
円

上
人
の
『
浄
業
信
法
訣
』
の
泣
い
て
も
笑
っ
て
も
い
い
と
い
う
読
み

方
で
は
な
く
、
逆
の
読
み
方
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
最
初
に
正
伝
法
で
用
い
る
伝
書
を
暗
記
す
る
ぐ
ら
い
読
む
。

そ
し
て
、
耳
で
聞
い
て
わ
か
る
よ
う
な
わ
か
り
や
す
い
文
章
に
し
、

そ
れ
を
パ
ソ
コ
ン
で
打
ち
直
す
。
作
法
し
な
が
ら
、
原
文
を
読
む
と

き
に
は
ペ
ー
ジ
を
め
く
ら
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
も
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
巻
物
で
は
な
く
、
折
本
が
よ
い
と
先
輩
か
ら
教

わ
り
ま
し
た
。

　

伝
法
は
正
し
く
法
を
伝
え
る
こ
と
が
大
切
で
、
経
文
の
よ
う
に
一

字
一
句
間
違
わ
な
い
よ
う
に
奉
読
し
た
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

実
際
に
五
重
相
伝
で
使
わ
れ
た
伝
書
を
見
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

句
読
点
な
ど
間
を
持
た
せ
る
と
こ
ろ
は
朱
で
書
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。
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る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
D
V
D
の
『
浄
土
宗
五
重
相
伝
』、
そ
れ
か
ら
、
大
阪

教
区
青
年
会
の
映
像
な
ど
に
よ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
多
々
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
贈
五
重
の
C
D
も
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
五
重
相
伝
を

普
及
す
る
た
め
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
五
重
の
準

備
か
ら
手
伝
い
を
し
て
体
で
覚
え
る
の
が
一
番
よ
い
か
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　
『
布
教
羅
針
盤
』
に
は
近
江
、
大
和
法
式
の
懺
悔
式
を
初
め
、
江

東
組
の
五
重
相
伝
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
五
重
相
伝
は
地
域
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
厳
修
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
受
者
の
た
め
に
い
ろ
い

ろ
と
創
意
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
の
地
域
の
法
式
文
化
の
い

い
と
こ
ろ
を
盗
む
こ
と
も
よ
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

受
者
か
ら
み
た
五
重
相
伝

　

こ
れ
ま
で
が
僧
侶
側
か
ら
見
た
五
重
相
伝
で
す
。
そ
れ
で
は
、
こ

の
受
者
に
と
っ
て
五
重
相
伝
を
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
か
を
見
て

み
ま
す
。

　

浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
国
内
研
究
班
は
、
平
成
18
年
に
行
わ
れ
た

沖
縄
組
と
江
東
組
主
催
の
五
重
相
伝
の
受
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

行
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

沖
縄
組
は
こ
れ
ま
で
五
重
相
伝
が
全
く
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
地

『
浄
宗
伝
燈
提
耳
籤
』
を
編
集
し
た
伝
法
学
者
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
本
は
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
全

寺
院
に
配
布
さ
れ
て
い
る
林
田
先
生
等
が
お
書
き
に
な
っ
た
『
布
教

羅
針
盤　

勧
誡
編
』
を
お
読
み
に
な
る
の
が
最
良
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
次
に
、
山
口
の
西
円
寺
蔵
版
の
『
浄
土
真
宗
吉
水
正
流
安
心

相
承
』
以
下
が
伝
書
と
し
て
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
し
て
、
滋
賀
教
区
の
静
永
賢
純
上
人
の
『
吉
水
五
重
相

伝
』、
そ
れ
を
改
訂
し
た
も
の
で
、
現
在
一
番
使
わ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
の
が
滋
賀
教
区
の
『
結
縁
五
重
相
伝
』、
そ
し
て
、
上
田
見

宥
上
人
、
知
恩
院
布
教
師
会
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。

　

さ
ら
に
、
五
重
相
伝
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
多
々
ご
ざ
い
ま
す
。
五
重

は
葬
儀
式
、
施
餓
鬼
と
同
様
に
地
域
性
が
富
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

『
法
要
集
』
の
式
次
第
ど
お
り
に
は
厳
修
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ

の
意
味
で
地
域
限
定
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
部
挙
げ
て
お
き
ま
し

た
。

　

ま
た
、
活
字
に
よ
る
滋
賀
教
区
の
『
結
縁
五
重
撮
要
』、
写
真
や

図
説
の
『
五
重
相
伝
・
授
戒
会
』
と
い
う
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ

に
は
私
も
携
わ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
だ
れ
で
も
で
き
る
よ
う
に
し

た
も
の
で
す
。
た
だ
、
逆
に
法
式
の
先
生
か
ら
食
い
ぶ
ち
が
な
く
な
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厳
修
す
べ
き
意
義
が
こ
の
数
値
か
ら
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

近
年
阿
弥
陀
様
、
浄
土
の
心
を
幾
ら
説
い
て
も
、
な
か
な
か
理
解

し
て
く
れ
な
い
と
嘆
い
て
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
五
重
相

伝
で
行
う
二
河
白
道
の
要
偈
道
場
と
極
楽
の
蓮
の
台
で
聞
法
す
る
密

室
道
場
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
往
生
浄
土
の
理
解
か
ら
念
仏
信

仰
へ
の
道
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
も
五
重
相
伝
と
い
う
儀
礼
を
通
し
た
教
化
が
望
ま
し
い
と

思
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
五
重
相
伝
を
受
け
た
後
で
、
自
分
の
中
で
変
わ
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
設
問
に
対
し
て
は
、
7
割
、
8
割
と
多

く
の
方
か
ら
何
ら
か
が
変
わ
っ
た
と
回
答
さ
れ
て
い
ま
す
。
沖
縄
・

江
東
組
の
受
者
は
、
と
も
に
初
め
て
の
五
重
相
伝
だ
け
に
宗
教
的
な

感
動
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

五
重
相
伝
は
、
多
く
の
受
者
に
極
め
て
高
い
比
率
で
宗
教
的
変
化

を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
受
者
の
コ
メ
ン
ト
の
中

に
は
、「
1
日
3
0
0
回
の
日
課
誓
約
の
念
仏
を
欠
か
さ
な
い
。
常

に
感
謝
で
優
し
く
な
っ
た
と
思
う
」
と
か
、「
仏
教
徒
と
し
て
、
慈

悲
の
心
を
介
護
師
と
し
て
の
職
場
で
生
か
し
て
い
る
」
な
ど
、
日
常

の
意
識
と
行
動
に
浄
土
宗
の
信
者
と
し
て
の
あ
り
方
が
自
然
に
実
践

域
で
、
今
回
が
初
め
て
の
五
重
相
伝
で
あ
り
ま
す
。
江
東
組
は
組
担

当
で
何
回
か
五
重
相
伝
、
授
戒
会
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
受
者

の
ほ
と
ん
ど
が
初
伝
の
方
で
す
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
沖
縄
組
、
江
東
組
と
い
う
特
定

の
地
域
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
回
答
の
数
が
各
々
60
と
少
な
い
の

で
問
題
点
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、
五
重
相
伝
に
対
す
る
受
者
の
意
識

の
一
端
が
伺
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
分
析
を
な
さ
っ
た
武
田
道
生
先
生
の
論
文
は
、

『
教
化
研
究
』
第
18
号
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
参
照
く
だ

さ
い
。

　

そ
の
幾
つ
か
の
設
問
の
中
で
「
五
重
相
伝
を
受
け
て
、
浄
土
宗
の

教
え
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
り
ま
し
た
か
」
と
い
う
回
答
は
、
沖
縄

組
、
江
東
組
の
い
ず
れ
も
約
9
割
と
い
う
ほ
と
ん
ど
の
人
が
理
解
、

ま
た
は
よ
く
理
解
で
き
た
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
主
催
者
側
が
実
施
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い

る
の
か
、
試
験
の
自
己
採
点
の
よ
う
に
評
価
が
甘
い
と
い
う
面
も
伺

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
受
者
自
身
が
理
解
で
き
た
と
い
う
こ

と
が
極
め
て
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
五
重
相
伝
が
浄
土
宗
の
教
義
を
伝
え
る
「
教
化
儀
礼
」
と

し
て
の
存
在
理
由
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
五
重
相
伝
を
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こ
れ
に
対
し
て
、
私
事
で
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
増
上
寺
の
加

行
の
と
き
を
思
い
出
し
ま
す
と
、
要
偈
の
白
道
、
密
室
の
大
座
具
の

散
華
を
始
め
、
道
場
の
荘
厳
と
そ
の
講
説
に
感
動
い
た
し
ま
し
た
。

　

一
番
思
い
出
に
な
る
の
が
懺
悔
会
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
教
誡

師
上
人
に
は
申
し
わ
け
な
い
ん
で
す
が
、
余
り
記
憶
が
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
沖
縄
組
、
江
東
組
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
た
人
に
比
べ
て
、
ま

こ
と
に
恥
ず
か
し
い
限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

懺
悔
会
は
と
も
に
6
％
で
す
。
な
ぜ
こ
ん
な
に
数
値
が
少
な
い
の

か
と
思
い
ま
し
た
。
近
江
五
重
、
大
和
五
重
な
ど
の
五
重
相
伝
の
盛

ん
な
地
域
で
は
ど
の
よ
う
な
回
答
に
な
る
の
か
興
味
が
あ
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

沖
縄
組
で
贈
五
重
が
多
い
理
由
は
、
沖
縄
の
地
域
性
に
よ
り
ま
す
。

特
に
沖
縄
は
こ
れ
ま
で
檀
家
制
で
も
な
く
、
戒
名
も
授
与
せ
ず
に
葬

儀
を
行
う
こ
と
も
あ
り
、
今
回
の
五
重
相
伝
の
と
き
に
亡
き
人
の
戒

名
を
授
け
て
も
ら
っ
た
人
も
い
た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、

西
山
精
司
先
生
の
回
向
師
さ
ん
に
よ
る
叙
情
的
な
贈
五
重
の
節
に
感

動
し
て
涙
を
し
た
人
も
多
く
い
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

五
重
相
伝
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
仏
教
的
な
回
向
と

戒
名
の
宗
教
的
な
意
味
が
理
解
で
き
て
、
感
動
的
な
法
要
に
な
っ
た

と
思
い
ま
す
。

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
分
析
を
し
た
武
田
道
生
先
生
は
、
五
重
相
伝
を
「
浄
土
宗
の

教
義
と
念
仏
の
意
味
を
説
き
明
か
し
、
宗
教
的
回
心
を
起
こ
さ
せ
る

信
仰
教
化
儀
礼
で
あ
る
」
と
説
い
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、「
五
重
相
伝
で
一
番
よ
か
っ
た
と
こ
ろ
は
何
で
す
か
」
と

い
う
、
受
者
に
と
っ
て
何
が
よ
か
っ
た
か
、
宗
教
的
に
感
動
し
た
と

こ
ろ
を
尋
ね
て
み
ま
し
た
。
五
重
相
伝
の
構
成
は
、「
勤
行
」、「
勧

誡
」、「
伝
法
」
の
3
つ
か
ら
な
り
ま
す
。

　

勤
行
の
中
に
は
、
贈
五
重
も
含
ま
れ
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
勤
行
、

念
仏
が
主
で
あ
り
、
贈
五
重
回
向
は
従
で
あ
り
ま
す
。

　

伝
法
の
中
に
は
、
ま
ず
、
仏
弟
子
と
な
る
懺
悔
会
・
剃
度
式
と
、

念
仏
者
と
な
る
要
偈
・
密
室
の
正
伝
法
の
2
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

通
仏
教
儀
礼
と
浄
土
教
儀
礼
で
も
あ
り
ま
す
。

　

沖
縄
組
は
、
こ
の
第
1
が
贈
五
重
と
勧
誡
で
す
。
勤
行
の
中
の
贈

り
回
向
が
3
割
、
勧
誡
が
同
数
の
3
割
、
伝
法
儀
礼
が
約
3
割
、
そ

れ
ぞ
れ
3
等
分
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
江
東
組
は
、
勧

誡
が
5
割
、
伝
法
儀
礼
が
3
割
、
贈
り
回
向
が
1
割
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
沖
縄
組
は
贈
五
重
と
勧
誡
が
多
く
、
江
東
組
は
2
人

に
1
人
と
い
う
よ
う
に
多
く
の
人
が
「
勧
誡
」
と
答
え
て
い
る
の
が

特
色
で
あ
り
ま
す
。
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［五重相伝会で一番良かったところはなんですか］
〈江東組〉

〈沖縄組〉
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れ
の
地
域
に
合
っ
た
法
式
文
化
を
形
成
し
ま
し
た
。
要
偈
と
密
室
は

改
変
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
懺
悔
会
に
対
す
る
思
い
入
れ

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

法
式
儀
礼
に
携
わ
っ
て
い
る
者
と
し
て
は
、
も
う
少
し
伝
法
儀
礼

の
評
価
が
高
く
て
も
よ
か
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
勧
誡
師
さ
ん

が
わ
か
り
や
す
く
説
く
の
に
対
し
て
、
要
偈
・
密
室
道
場
で
の
伝
燈

師
さ
ん
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
初
め
、
儀
礼
作
法
が
多
く
、
受
者
に
と

っ
て
は
わ
か
り
に
く
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

授
戒
会
で
行
わ
れ
て
い
る
十
二
門
戒
儀
の
勧
誡
と
正
授
戒
の
講
説

に
は
一
貫
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
五
重
相
伝
の
勧
誡
と

要
偈
・
密
室
で
の
正
伝
法
は
余
り
連
携
性
が
な
く
、
ま
た
、
正
伝
法

は
主
に
儀
礼
的
な
こ
と
が
多
く
、
宗
義
に
関
す
る
も
の
が
少
な
い
の

で
、
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
に
は
、

キ
ー
ワ
ー
ド
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
評
価
が
少
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
の
五
重
相
伝

静
か
な
る
自
己
変
革

　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
か
り
や
す
く
す
る
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
懺
悔
会
な
ど
の
法
要
の
前
に
は
勧
誡
師
さ
ん
か
ら
説
明
が

あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
は

　

受
者
は
、「
供
養
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
す
る
こ
と
が

で
き
た
」
と
か
、「
母
の
回
向
を
し
て
も
ら
い
、
あ
り
が
た
か
っ
た
」

等
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
仏
教
に
よ
っ
て
追
善

供
養
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
五
重
相
伝
に
よ
っ
て
初
め
て
宗
教
的
意
味

が
理
解
で
き
た
の
で
、
こ
の
高
い
数
値
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
江
東
組
は
追
善
供
養
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
ん
で

し
ょ
う
か
。
沖
縄
組
よ
り
も
贈
五
重
の
数
値
が
少
な
い
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

五
重
相
伝
は
勧
誡
の
時
間
が
多
く
を
占
め
て
お
り
ま
す
。
勧
誡
、

聞
法
が
よ
い
と
回
答
し
た
か
た
が
多
く
、
そ
の
中
に
は
「
勧
誡
が
わ

か
り
や
す
く
よ
か
っ
た
」
と
か
、「
二
祖
三
祖
の
話
が
聞
け
た
こ
と

が
よ
か
っ
た
」、
そ
し
て
、
沖
縄
組
の
人
か
ら
で
す
が
、「
弥
陀
と
2

人
で
自
分
の
生
き
方
を
問
い
直
し
、
強
く
生
き
る
自
分
の
目
的
が
見

え
た
よ
う
に
思
え
た
」
と
い
う
方
も
い
ま
し
た
。

　

こ
の
会
場
の
中
に
は
1
人
の
コ
メ
ン
ト
で
は
な
い
か
と
言
う
人
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
1
人
で
も
こ
の
よ
う
な
妙
好
人

が
か
く
言
わ
し
め
る
五
重
相
伝
は
、
自
己
を
宗
教
的
に
見
直
す
こ
と

が
で
き
る
す
ば
ら
し
い
儀
礼
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

現
行
の
『
法
要
集
』
に
は
増
上
寺
的
な
懺
悔
会
の
式
次
第
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
先
人
た
ち
は
、
懺
悔
会
を
創
意
工
夫
し
て
、
そ
れ
ぞ
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江
戸
時
代
は
、
こ
の
「
篤
信
者
の
た
め
の
五
重
相
伝
」
で
し
た
が
、

現
在
は
「
篤
信
者
に
な
る
た
め
の
五
重
相
伝
」
で
す
。
こ
れ
は
「
教

化
の
た
め
の
五
重
相
伝
」
で
す
。
都
市
部
の
寺
院
は
寺
と
檀
信
徒
の

つ
な
が
り
、
ま
た
は
檀
信
徒
同
士
の
つ
な
が
り
が
希
薄
化
し
て
い
ま

す
。

　

五
重
相
伝
は
信
仰
に
よ
っ
て
菩
提
寺
と
檀
信
徒
の
つ
な
が
り
が
密

接
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
寺
院
経
営
の
た
め
の
五
重
相
伝
」
だ
と

思
い
ま
す
。
五
重
相
伝
を
受
け
る
前
は
、「
家
と
し
て
の
お
寺
の
信

徒
」
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
そ
の
「
菩
提
寺
の
檀
信
徒
」
で
あ
る
こ
と

が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

五
重
相
伝
を
受
け
て
、
本
当
に
浄
土
宗
の
教
え
が
よ
い
と
判
断
し
、

本
当
の
「
浄
土
宗
の
檀
信
徒
」、
お
念
仏
を
申
す
人
と
な
っ
て
、
そ

の
お
寺
の
檀
信
徒
の
核
と
な
る
存
在
と
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
も
、
五
重
講
の
よ
う
な
会
を
受
者
が
自
発
的
に
発
足

で
き
た
ら
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
例
え
ば
別
時
念
仏
を
始

め
、
団
参
な
ど
を
行
う
と
き
に
、
他
の
檀
信
徒
を
リ
ー
ド
し
て
い
く

メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

檀
信
徒
の
つ
な
が
り
は
葬
儀
・
法
事
と
い
う
葬
祭
仏
教
の
み
で
は

な
く
、
五
重
相
伝
・
授
戒
会
な
ど
の
「
教
化
儀
礼
」
を
通
し
た
個
人

的
な
信
仰
に
よ
る
メ
ン
バ
ー
制
の
よ
う
な
新
た
な
る
檀
家
制
度
の
よ

な
い
で
し
ょ
う
か
。
教
授
師
、
回
向
師
は
式
直
前
の
前
説
で
威
厳
を

持
っ
て
法
要
の
意
義
、
威
儀
作
法
で
は
な
く
て
意
義
で
す
が
、
重
要

な
内
容
を
簡
潔
に
説
く
こ
と
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
懺
悔
会
は
懺
悔
念
仏
し
て
伝
法
を
受
け
る
に
値
す
る
身

と
な
る
た
め
の
法
要
で
す
と
か
、
懺
悔
す
る
道
場
で
す
か
ら
、
決
し

て
私
語
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。

　

ま
た
、
勧
誡
師
さ
ん
が
法
要
の
意
義
を
、
教
授
師
さ
ん
が
威
儀
作

法
と
い
う
よ
う
に
分
担
し
て
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
密
室
道
場
な

ど
で
は
、
す
べ
て
教
授
師
が
要
領
よ
く
説
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

五
重
相
伝
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
要
が
数
日
間
行
わ
れ
る
大
会
で
す
。

多
数
の
人
数
を
要
し
ま
す
。
組
主
催
の
五
重
相
伝
は
船
頭
さ
ん
が
多

く
て
困
る
こ
と
も
多
い
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
五
重
相
伝
は
少
人
数

で
も
で
き
る
よ
う
な
式
次
第
を
考
慮
し
て
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

伝
燈
師
の
講
説
を
主
と
し
て
、
そ
の
前
の
式
次
第
等
を
従
と
し
て

簡
略
化
す
る
こ
と
も
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま

た
、
近
隣
の
住
職
を
余
り
拘
束
し
な
い
よ
う
に
伝
法
儀
礼
の
み
に
し

て
も
ら
う
と
か
、
期
日
も
四
日
五
重
は
も
う
一
般
的
に
や
っ
て
お
り

ま
す
。
そ
し
て
、
誉
号
の
撰
字
理
由
は
、
成
満
後
に
個
々
に
説
明
責

任
を
果
た
す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。
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す
。
浄
土
宗
の
教
義
の
原
則
は
変
え
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

初
重
の
前
に
仏
教
の
流
れ
が
ど
う
始
め
ら
れ
、
阿
弥
陀
様
の
こ
と
、

浄
土
の
こ
と
を
少
し
で
も
わ
か
り
や
す
く
、
時
代
に
即
し
て
説
く
こ

と
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
五
重
相
伝
で
あ
り
、「
信

仰
教
化
儀
礼
」
と
も
な
り
ま
す
。

　

こ
の
導
入
部
分
を
五
重
勧
誡
と
連
携
性
の
あ
る
組
織
的
法
話
で
統

一
を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
林
田
先
生
始
め
教

学
の
先
生
に
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
と
い
う
よ
う
な
浄
土
教
の
流

れ
を
統
一
的
に
教
示
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

江
東
組
の
五
重
相
伝
の
例
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
や
は
り
菩
提
寺

の
住
職
か
ら
直
接
授
か
り
た
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
組
主
催
の
五

重
相
伝
を
勤
め
る
中
で
、
何
人
か
の
五
重
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
を
育
成

し
、
少
人
数
で
も
で
き
る
五
重
相
伝
に
す
る
。
そ
し
て
、
組
主
催
の

五
重
と
と
も
に
、
1
か
寺
で
も
五
重
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
も
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
五
重
は
住
職
の
友
人
た
ち
で
行
う
と
か
、
ま
た
、
施
餓
鬼
の

随
喜
の
よ
う
に
、
結
の
よ
う
に
、
相
互
扶
助
と
し
て
五
重
を
行
え
る

よ
う
に
な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
五
重

を
開
筵
す
る
と
い
う
決
断
力
を
養
い
、
常
日
ご
ろ
お
念
仏
を
称
え
、

浄
土
宗
の
教
え
を
よ
く
学
び
た
い
、
五
重
の
原
点
を
も
う
一
度
改
め

う
な
も
の
が
確
立
で
き
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　

こ
れ
か
ら
の
五
重
相
伝
は
、
単
に
現
状
の
厳
修
方
法
な
ど
を
変
え

る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
檀
信
徒
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
す
る
た

め
に
も
五
重
相
伝
を
行
う
習
慣
を
つ
く
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
五
重
相
伝
は
定
期
的
に
勤
め
る
こ
と
が
大
変
難
し

い
で
す
。
そ
の
た
め
に
「
帰
敬
式
」、
ま
た
は
「
一
日
授
戒
」
な
ど

を
勤
め
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
常
的
な
法
話
を

始
め
と
し
て
、
法
話
の
会
な
ど
で
は
五
重
勧
誡
と
連
携
性
の
あ
る
組

織
的
な
法
話
を
す
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
帰
敬
式
」
は
新
檀
家
の
人
、
ま
た
は
世
代
交
代
を
し
た

人
な
ど
に
行
う
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
日
常

的
、
葬
儀
の
と
き
の
法
話
こ
そ
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
『
浄
業
信
法
訣
』
は
篤
信
者
、
行
者
の
た
め
の
五
重
相
伝
で
し
た

か
ら
、
所
求
、
所
帰
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
あ
ま
り
説
か
れ
て
お
り

ま
せ
ん
で
、
去
行
の
み
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
近
年
、
五
重
相
伝
の

勧
誡
は
そ
れ
を
改
め
て
浄
土
、
阿
弥
陀
様
の
こ
と
を
説
か
れ
て
お
り

ま
す
。

　
「
伝
統
文
化
と
は
、
近
代
に
自
己
変
革
に
成
功
し
た
文
化
で
あ
る
」

と
説
く
人
も
い
ま
す
が
、
儀
礼
も
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
お
り
ま
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筵
、
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
お
果
た
し
に
な
っ
た
視
点
か
ら
、
ま
た
、

最
近
の
沖
縄
組
で
の
五
重
相
伝
、
そ
う
い
っ
た
広
い
視
点
か
ら
、
私

ど
も
僧
侶
が
持
つ
べ
き
五
重
相
伝
へ
向
け
て
の
心
が
け
に
つ
い
て
ご

指
導
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
た
。

　

お
話
を
拝
聴
い
た
し
ま
し
て
、
資
料
等
に
も
載
っ
て
お
り
ま
し
た

隆
円
上
人
撰
『
浄
業
信
法
訣
』、
こ
れ
は
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ

う
に
、
巻
の
1
の
前
方
便
に
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

ま
さ
に
私
ど
も
浄
土
宗
僧
侶
が
五
重
を
開
筵
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
あ

る
い
は
、
勧
誡
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
当
た
っ
て
の
大
切
な
心
が
け

で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
説
示
か
ら
も
、
法
然
上
人
の
教
え
の
何
た
る
か
と
い

う
こ
と
を
し
っ
か
り
わ
き
ま
え
た
上
で
五
重
相
伝
の
開
筵
を
進
め
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
思
い
を
い
た
す
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
私
の
名
前
を
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
資
料
の
真

ん
中
の
下
の
あ
た
り
に
『
布
教
羅
針
盤
』
に
つ
い
て
の
言
及
が
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
れ
は
水
谷
幸
正
先
生
が
宗
務
総
長
で
あ
ら
れ
た
こ
ろ
に

五
重
相
伝
の
開
筵
を
進
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
5
年
間
に
わ
た
っ

て
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
平
成
13
年
～
17
年
に
全
ヶ
寺
に

配
布
い
た
だ
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
服
部
英
淳
先
生
の
五
重
の
精
神
を
紹
介
し
て
終
わ
り
と

し
ま
す
。

　
「
五
重
相
伝
を
す
る
と
き
に
は
、
念
仏
者
の
戒
め
、
社
会
道
徳
の

規
準
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
説
き
、
我
々
は
罪
を
犯
す
に
従
っ
て
懺

悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
払
え
ど
も
、
払
え
ど
も
捨
て
切
れ
な
い

の
が
煩
悩
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
阿
弥
陀
様
の
お
力
添
え
を
い
た
だ

い
て
、
こ
の
人
生
を
ど
ん
な
に
苦
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
助
け
合
っ

て
渡
っ
て
い
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
が
五
重
の
精
神
で
は
な
い

か
」
と
服
部
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

林
田　

西
城
先
生
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
西

城
先
生
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、「
こ
れ
か
ら
の
五
重
相
伝
」
と
い
う

こ
と
で
、
昨
日
柴
田
先
生
に
も
ご
言
及
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、

椎
尾
弁
匡
大
僧
正
台
下
、
藤
井
実
応
大
僧
正
猊
下
の
増
上
寺
御
法
主

時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
貴
重
な
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昨
日
正
村
先
生
に
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ

う
に
、
東
京
教
区
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
で
五
重
相
伝
が
広
く
開
筵
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
と
な
っ
た
江
東
組
で
の
五
重
相
伝
の
開
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十
念
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

〔
同
称
十
念
〕

　

本
当
に
多
数
の
ご
質
問
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
た
。
何
度
か
、

こ
の
よ
う
な
立
場
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、

質
問
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
白
紙
の
も
の
を
読
み
な
が
ら
進
め
た
こ
と

も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
は
本
当
に
い
た
だ
い
た
も
の
に
す
べ
て
お

答
え
い
た
だ
け
る
か
ど
う
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る

大
変
あ
り
が
た
い
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

時
間
に
よ
り
ま
し
て
、
い
た
だ
き
ま
し
た
質
問
の
す
べ
て
に
お
答

え
い
た
だ
け
な
い
場
合
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
ご
容
赦
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
3
先
生
に
と
い
う
ご
質
問
が
多
く
ご
ざ
い
ま
す
が
、

時
間
の
関
係
で
代
表
の
先
生
に
お
答
え
を
い
た
だ
く
と
い
う
場
合
も

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

そ
れ
で
は
、
早
速
後
藤
先
生
に
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

　

ま
ず
、「
五
重
開
催
ワ
ー
ス
ト
1
の
教
区
に
い
る
者
か
ら
の
質
問

で
す
。
現
在
、
私
の
組
内
寺
院
で
は
、
五
重
を
受
け
な
く
て
も
誉
号

　

そ
の
中
に
は
先
ほ
ど
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
江
東
組
の
五
重
相

伝
や
静
岡
教
区
の
五
重
相
伝
へ
の
取
り
組
み
、
あ
る
い
は
近
江
式
・

大
和
式
の
懺
悔
道
場
の
細
か
い
法
要
の
次
第
等
々
が
書
か
れ
て
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

先
年
ご
遷
化
な
さ
れ
ま
し
た
羽
田
恵
三
先
生
と
ご
一
緒
に
5
年
間

書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
あ
り
が
た
く
思
い
起
こ
し
て
お
り
ま

す
。

　

私
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
不
行
き
届
き
と
先
生
方
の
思
い
、
ま

た
、
事
務
局
の
不
手
際
等
々
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
昨
日
と
同
じ
よ
う

に
時
間
が
随
分
押
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
10
分
ほ
ど
休

憩
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
55
分
か
ら
再
開
さ
せ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
一
旦
休
憩
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

〔
同
称
十
念
〕

（
休
憩
）

　

林
田　

そ
ろ
そ
ろ
時
間
が
ま
い
っ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お

集
ま
り
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　

急
が
せ
て
し
ま
い
大
変
申
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
い
ま
1
度
お
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い
し
て
、
お
出
し
し
て
い
れ
ば
、
私
も
「
誰
に
も
誉
号
が
あ
る
と
い

う
の
で
は
、
そ
れ
こ
そ
全
く
あ
り
が
た
み
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」

と
そ
の
と
き
に
感
じ
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
以
降
、
本
当
に
篤
信
だ
な

と
い
う
方
以
外
、
自
分
が
つ
く
る
戒
名
で
の
誉
号
は
も
う
一
切
出
さ

な
い
よ
う
に
変
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
誉
号
を
ど
う
つ
け
る
か
で
す
が
、
例
え
ば
、
も
う
既

に
五
重
を
受
け
ら
れ
誉
号
は
つ
い
て
い
る
と
い
う
方
の
場
合
で
し
た

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
職
の
考
え
の
下
、
そ
の
誉
号
以
外
に
、
ま
た
新

た
に
道
号
を
つ
け
よ
う
か
と
か
、
8
文
字
の
戒
名
に
し
よ
う
と
か
、

東
京
の
場
合
は
逆
に
や
り
よ
う
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

私
も
そ
う
し
て
お
り
ま
す
し
、
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

全
体
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
と
い
う
こ
と
で
、
今
の
と
こ
ろ
は
何
と
か
対

応
が
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
今
後
東
京
と
い
う
か
、
今
ご
質
問
の
あ
っ
た
方
の
教
区
で

も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
盛
ん
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
誉
号
が
ほ
か
で

も
ぼ
ん
ぼ
ん
あ
る
と
な
る
と
、
住
職
ご
自
身
が
後
ろ
め
た
く
も
な
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
長
い
経

過
が
必
要
に
な
っ
て
こ
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
2
番
目
の
質
問
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
ど
う
い
っ
た
事

例
が
あ
り
ま
す
か
と
い
う
質
問
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
。

を
授
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
開
催
ワ
ー
ス
ト
1
の
一
因
の
よ
う
な
気

も
し
て
い
ま
す
。
す
べ
て
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
。
誉
号
の
授
与
に
つ

い
て
宗
規
で
原
則
を
定
め
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
ど
う
で
し

ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
別
の
方
か
ら
も
誉
号
に
関
し
て
「
初
伝
の
方
に
は
誉
号
が

授
与
さ
れ
ま
す
が
、
再
伝
の
方
に
は
ほ
か
に
何
か
授
与
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
ご
ざ
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
後
藤
先
生
、
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

後
藤　

ま
ず
、
最
初
の
質
問
で
す
が
、
そ
の
教
区
の
方
は
、
誉
号

を
五
重
に
関
係
な
く
つ
け
て
い
る
の
が
現
状
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

実
は
、
私
ど
も
東
京
で
も
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
多
々
あ
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

　

実
は
私
の
お
寺
で
も
先
代
、
先
々
代
の
時
代
は
戒
名
に
誉
号
が
多

く
つ
い
て
お
り
ま
す
。
大
体
6
文
字
で
、
誉
号
つ
き
と
い
う
戒
名
が

多
い
わ
け
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
う
ち
の
お
檀
家
さ
ん
も
み
ん
な
五
重

を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
何
と
言
う
か
、
あ
ま
り
気
に

せ
ず
に
ど
ん
ど
ん
つ
け
て
い
た
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
は
前
々
か
ら
わ

か
っ
て
は
お
り
ま
し
た
。

　

江
東
組
に
お
い
て
も
、
私
ど
も
の
檀
家
さ
ん
を
五
重
相
伝
に
お
誘
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1
つ
だ
け
と
い
う
の
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
も

『
教
化
研
究
』
に
記
載
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
ご
ら
ん

い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
日
下
部
先
生
に
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

お
二
方
の
ご
質
問
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
お
念
仏
が
自
然
と
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
、
あ

る
い
は
、
講
組
織
が
で
き
て
、
は
じ
め
て
五
重
が
成
功
し
た
か
、
し

な
か
っ
た
か
の
判
断
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
受
者
の
感
動
が
な
か
っ
た
ら
、
失
敗
だ
と
思
い
ま
す
が
、
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
儀
式
と
贈
五
重
回
向
等
の
総
合
的
演
出
効
果
に

よ
り
、
受
者
は
感
動
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
ご
質
問
で
す
。

　

あ
わ
せ
ま
し
て
、
五
重
相
伝
の
音
楽
的
な
部
分
、
あ
る
い
は
、
光

な
ど
の
映
像
的
な
部
分
と
い
っ
た
演
出
に
関
し
て
の
ご
質
問
を
ち
ょ

う
だ
い
し
て
お
り
ま
す
。
先
生
、
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

　

日
下
部　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り

と
い
う
の
が
お
答
え
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

再
伝
の
方
に
何
か
ほ
か
に
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

後
藤　

再
伝
に
関
し
て
で
し
た
か
。
こ
れ
は
私
ど
も
の
調
査
で
も

そ
の
項
目
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
例
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の

で
、
ち
ょ
っ
と
こ
こ
で
読
み
上
げ
て
も
、
口
で
言
う
だ
け
で
は
。
で

す
か
ら
、
一
概
に
こ
ち
ら
の
地
域
で
は
こ
う
、
こ
ち
ら
の
地
域
で
は

こ
う
と
い
う
こ
と
で
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

特
に
近
畿
の
ほ
う
で
い
ろ
い
ろ
な
お
答
え
を
つ
け
ま
し
た
と
こ
ろ
、

戒
名
に
よ
っ
て
す
べ
て
追
贈
も
す
る
と
。
院
号
を
12
文
字
に
す
る
、

あ
る
い
は
禅
定
門
、
禅
定
尼
と
い
う
も
の
を
つ
け
る
。
あ
る
い
は
軒

号
と
か
禅
定
門
、
禅
定
尼
と
、
近
畿
で
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
だ
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
デ
ー
タ
が
『
教
化
研
究
』
15
号
に
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
め
ん
な
さ
い
、
一
概
に
言
え
ま
せ
ん
。
こ
の
1
つ
の
地
域
の
中
で

も
こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
の
か
と
。
誉
号
以
外
に
2

文
字
つ
け
る
と
か
、
誉
号
と
法
号
の
4
文
字
、
誉
号
と
戒
名
の
4
文

字
だ
け
と
い
う
か
、
4
文
字
を
そ
の
と
き
に
つ
け
る
と
か
、
寺
院
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
結
構
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
、
回
答
が
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で
す
か
ら
、
私
自
身
、
講
組
織
に
準
じ
た
よ
う
な
も
の
し
か
や
っ

て
い
な
い
の
で
申
し
上
げ
に
く
い
ん
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を

目
標
に
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
も
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
や
は
り
信
仰
と
い
う
も
の

は
、
体
験
を
通
し
て
感
動
が
伴
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
理
屈
だ
け

で
は
絶
対
つ
た
わ
ら
な
い
、
そ
し
て
、
続
く
も
の
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
し
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
五
重
相
伝
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
総
合
布
教
、
総
合
芸
術
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
方
が
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
が
、
五
重
相
伝
と
い
う
の
は
ど
の
分
野
か
ら
も
ア
プ
ロ

ー
チ
で
き
る
し
、
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

に
つ
い
て
の
研
究
と
工
夫
が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
必
要
だ
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
と
お
り
、
私
は
特
に
「
光
」
と
「
音
」
を

有
効
活
用
す
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
こ
と
を
申
す
時
間

も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
そ
う
し
た
も
の
は
ど
ん
ど
ん
利
用
し
て
も
い

い
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
な
思
い
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

お
答
え
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
西
城
先
生
に
や
は
り
お
2
人
か
ら
ほ
ぼ
同
様
の
ご
質

　

講
組
織
は
ど
う
い
う
形
が
ベ
ス
ト
な
の
か
、
地
域
性
、
ま
ず
は
未

開
筵
地
域
の
開
筵
が
先
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
ト
ッ
プ
ダ
ウ

ン
式
で
は
な
く
て
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
に
、
い
わ
ゆ
る
受
者
の
感
動
が

み
ず
か
ら
講
を
つ
く
り
、
そ
う
し
た
念
仏
の
実
践
に
具
体
的
に
つ
な

が
っ
て
い
く
。
そ
う
い
っ
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
れ

は
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
し
、
求
め
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
、
私
自
身
の
体
験
を
申
し
ま
す
と
、
五
重
開
筵
の
あ
と
、
ま

ず
、
具
体
的
に
は
翌
年
五
重
の
お
さ
ら
い
会
を
開
き
、
さ
ら
に
は
、

五
重
相
伝
を
開
い
た
後
に
毎
年
二
十
五
霊
場
の
参
拝
と
い
っ
た
こ
と

を
企
画
い
た
し
ま
し
た
。

　

一
応
全
檀
信
徒
に
案
内
を
し
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
や
は
り
そ
れ

が
も
う
五
重
ざ
ら
い
の
よ
う
な
形
で
、
受
者
を
中
心
と
し
た
方
々
に

集
ま
っ
て
い
た
だ
い
て
二
十
五
霊
場
を
一
昨
年
成
満
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
受
者
の
声
が
あ
っ
て
、
善
導
大
師
の
下
に
お
参
り
し
た
い

と
い
う
こ
と
で
、
昨
年
数
十
名
を
連
れ
て
、
香
積
寺
様
を
初
め
中
国

へ
と
ご
案
内
す
る
ご
縁
に
結
ば
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
日
常
の
生
活
を
見
て
も
、
や
は
り
詠
唱
で
あ
っ
た
り
別
時
、

写
経
会
等
も
受
者
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
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の
伝
書
は
璽
書
を
お
受
け
に
な
っ
た
か
た
は
手
に
入
り
ま
す
の
で
、

そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
と
伝
燈
師
の
方
が
選
択
し
ま
し
て
、
そ
れ
で
用
い

て
い
た
だ
く
の
が
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
と
し
て
は
、
伝
書
と
し
て
は
何
冊
か
手
に
入
り
ま
す
の
で
、
そ

れ
を
選
ん
で
、
ご
自
分
で
そ
れ
を
お
書
き
に
な
る
の
が
一
番
よ
ろ
し

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

増
上
寺
さ
ん
で
今
つ
く
っ
て
い
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
私

も
ぜ
ひ
そ
れ
を
購
入
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

林
田　

柴
田
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
今
、
大
本
山
増
上
寺

様
の
話
が
出
ま
し
た
が
、
ご
予
定
な
ど
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

柴
田　

柴
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
実
は
明
日
の
5
日
で
す
が
、
成
田

前
台
下
の
一
周
忌
を
お
勤
め
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
前
に
伝
書
作

成
に
つ
い
て
の
会
が
ご
ざ
い
ま
す
。
や
は
り
結
縁
の
伝
書
と
は
い
え

相
伝
の
書
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
非
常
に
慎
重
に
、
し
か
も
時
間
を

か
け
て
や
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ほ
か
に
も
い
い
伝
書
が
多
々
ご
ざ
い
ま
す
が
、
増
上
寺
に
伝
承
す

る
伝
法
を
十
分
踏
ま
え
た
伝
書
を
作
成
し
た
い
と
い
う
の
が
ご
当
局

の
願
望
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
例
え
ば
、
儀
軌
九
則
、
要
偈
道
場
に
は

問
を
ち
ょ
う
だ
い
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
「
伝
書
等
手
に
入
る
も
の
が
余
り
に
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
必
要

な
書
類
は
宗
で
刊
行
し
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」、
あ
る
い

は
「
五
重
相
伝
の
伝
書
は
一
宗
で
決
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
璽
書
道
場
を
受
け
れ
ば
一
宗
か
ら
伝
書
を

授
与
す
る
よ
う
な
形
に
し
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
の

伝
書
を
中
心
に
儀
式
等
を
決
め
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
宗
と
し
て
伝
書
の
統
一
に
つ
い
て
一
考
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
西
城
先
生
、
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

西
城　

確
か
に
知
増
で
加
行
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
東

西
で
内
容
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
一
番
問
題
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
と
お
り
、
伝
書
は
滋
賀
教
区
が
一
番
多
く

使
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
一
番
使
い
や
す
い
と
い
う
か
、

一
番
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
ご
質
問
者
の
と
お
り
、
浄
土
宗

と
し
て
も
あ
る
程
度
ま
と
め
る
こ
と
も
確
か
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、

増
上
寺
で
も
伝
書
を
作
成
し
て
い
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
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い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
道
場
に
つ
い
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

　

西
城　

お
施
餓
鬼
と
か
お
葬
式
に
は
、
地
域
に
よ
っ
て
本
当
に
さ

ま
ざ
ま
な
作
法
が
ご
ざ
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、

法
式
文
化
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
や
は
り
そ
の
地
域
に
合
っ

た
法
式
文
化
を
大
切
に
し
て
い
た
だ
い
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

私
自
身
も
増
上
寺
に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
体
に

染
み
込
ん
で
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
一
番
い
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
教
義
的
に
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
そ
の

地
域
に
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
私
は
正
し
く
伝
承
す

る
と
い
う
の
が
い
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。『
法
要
集
』
に
は
増
上

寺
式
的
な
懺
悔
会
の
式
次
第
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
回
向
師
さ
ん
が
い
ろ
い
ろ
な
地
域
か
ら
来
ら
れ
ま
す
。
例

え
ば
、
回
向
師
さ
ん
が
作
法
は
す
べ
て
こ
う
い
う
ふ
う
に
す
べ
き
も

の
だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
東
京
で
五
重
相
伝
を
行
な
っ
た
と
き
に
は
、

や
は
り
反
発
が
あ
っ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
も
近
く
の
滋
賀
教
区
出
身
の
ご
住
職
の
五
重
相
伝
の
と
き
に
、

知
恩
院
の
方
か
ら
回
向
師
さ
ん
が
来
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、「
回

九
つ
の
伝
目
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
結
構
多
く
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

例
え
ば
の
話
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
最
後
の
念

仏
回
向
、
9
番
目
ま
で
一
応
全
部
カ
バ
ー
し
た
も
の
を
出
し
た
い
と

い
う
よ
う
な
意
向
で
進
め
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
承
っ
て
お
り

ま
す
。

　

私
も
お
手
伝
い
の
中
の
お
手
伝
い
で
す
が
、
少
し
は
お
手
伝
い
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
。
以
上
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
西
高
東
低
と
い
う

お
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
西
城
先
生
が
お
示
し
い
た
だ
い
た
資

料
に
も
、
や
は
り
西
の
伝
書
が
多
く
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
ご
ざ
い

ま
す
。
増
上
寺
様
で
も
今
伝
書
を
お
つ
く
り
い
た
だ
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
の
で
、
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
突
然

で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
柴
田
先
生
に
お
答
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

西
城
先
生
、
今
の
件
で
伝
書
プ
ラ
ス
、
い
わ
ゆ
る
法
要
儀
式
に
つ

い
て
で
す
が
、
法
要
集
等
で
も
道
場
に
つ
い
て
の
次
第
が
載
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
し
た
中
、
例
え
ば
懺
悔
道
場
等
で
も
地
域
に
よ
っ
て
違
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り
「
こ
れ
だ
け
は
絶
対
に
外
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
お

示
し
い
た
だ
く
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

　

西
城　

伝
法
と
い
う
の
は
正
し
く
法
を
伝
え
る
こ
と
で
す
。
口
伝

は
大
切
で
す
が
書
伝
も
重
要
で
す
。
私
は
『
五
重
相
伝
・
授
戒
会
』

と
い
う
本
に
つ
い
て
京
都
の
先
生
か
ら
怒
ら
れ
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま

す
。「
何
で
伝
法
の
こ
と
を
書
く
の
か
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
こ
と
で
怒
ら
れ
ま
し
た
が
、
や
は
り
五
重
相
伝
を
弘

め
る
た
め
に
は
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
や
っ
て
い
っ
た
ほ
う
が
い
い

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
よ
く
江
東
組
で
も
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
見
な
が
ら
荘
厳
を
し
て
い
る
人
を
見
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
結
婚
式
も
能
化
、
檀
信
徒
と
い
う
よ
う
に
い
ろ
い
ろ

選
択
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
結
婚
式
で
も
一
番
簡
略
化
さ
れ

た
や
り
方
を
し
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
行
華
も
と
て

も
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
真
言
宗
の
お
坊
さ
ん
の
結
婚
式
の
と
き
に

行
華
の
作
法
を
や
り
ま
し
た
。
当
然
日
課
は
し
ま
せ
ん
が
。
い
い
と

こ
ろ
を
盗
ん
で
い
る
と
い
う
か
、
い
い
と
こ
ろ
を
と
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
い
い
と
こ
ろ
を
学
ぶ
と
い

う
こ
と
は
大
切
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
お
葬
式
始
め
儀
礼
は
簡
略

向
は
や
る
け
れ
ど
も
、
要
偈
と
か
懺
悔
会
の
こ
と
は
、
す
べ
て
あ
な

た
の
地
域
で
や
っ
て
い
る
と
お
り
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
そ
う
い
う
面
で
回
向
師
さ
ん
と
他
の
地
域

の
僧
侶
と
は
う
ま
く
い
き
ま
し
た
。

　

統
一
す
る
と
い
う
こ
と
も
1
つ
で
し
ょ
う
が
、
統
一
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
法
式
文
化
が
絶
え
て
し
ま
う
と
い
う
の
も
あ
る
と
思
い
ま
す

の
で
、
そ
の
点
は
長
年
伝
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
と
お

り
に
伝
承
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、「
ど
う
し
て
も
こ
れ
を
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
」
と
い
う

よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
や
は
り
少
し
法
式
の
先
生
も
頭
を
柔
ら
か

く
し
て
い
た
だ
い
て
、
と
言
っ
て
は
失
礼
で
す
が
、
他
の
地
域
の
や

り
方
で
い
い
と
こ
ろ
は
よ
く
学
ん
で
、
盗
ん
だ
ほ
う
が
い
い
か
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

　

林
田　

今
の
お
話
で
す
と
、
例
え
ば
先
生
が
中
心
に
な
っ
て
お
ま

と
め
に
な
ら
れ
ま
し
た
仏
式
結
婚
式
、
浄
土
宗
出
版
か
ら
出
さ
れ
た

仏
式
結
婚
式
の
中
で
も
、
Ａ
案
、
Ｂ
案
、
Ｃ
案
と
言
え
ま
し
ょ
う
か
、

簡
略
化
さ
れ
た
式
次
第
か
ら
も
っ
と
も
丁
寧
な
式
次
第
ま
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

一
つ
の
道
場
で
も
多
く
の
地
域
の
伝
統
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
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代
、
仕
事
を
持
っ
て
い
る
世
代
の
方
と
い
う
こ
と
で
い
け
ば
、
ど
う

し
て
も
ス
ク
ー
ル
形
式
、
講
習
会
形
式
の
五
重
と
い
う
の
で
な
い
と

な
か
な
か
受
け
て
い
た
だ
け
て
い
た
だ
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
余
り
に
も
過
度
に
な
っ
て
く
る
と
、
日
下
部
先
生
の
お
っ

し
ゃ
る
と
お
り
、
今
度
は
五
重
そ
の
も
の
の
雰
囲
気
と
し
て
ぶ
ち
壊

し
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
そ
こ
ら
辺
は
伝
統
方
式
、
新
方
式
と
2
つ
あ
っ
て
も

い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
の
九
州
の
方
の
意
見
、
あ
る
い
は
先

ほ
ど
表
で
お
見
せ
し
ま
し
た
夜
だ
け
の
五
重
な
ど
、
そ
う
い
っ
た
可

能
性
と
い
う
も
の
も
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
で
考
え
て
い
く
の
が
一
番
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
受
者
の
否
定
的
な
意
見
と
い
う
の
は
確
か
に
あ
ま
り
聞
け

な
い
で
す
よ
ね
。
実
際
は
私
も
最
近
法
話
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
い

う
の
を
や
り
ま
し
て
、「
日
ご
ろ
法
話
を
聞
い
て
お
か
し
か
っ
た
な

と
思
い
ま
す
か
？　

納
得
で
き
な
い
と
い
う
法
話
は
あ
り
ま
す
か
」

と
い
う
こ
と
で
、
本
山
等
で
い
ろ
い
ろ
な
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
配
っ

て
声
を
聞
い
た
の
で
す
が
、
や
は
り
そ
う
い
っ
た
意
見
は
少
な
い
で

す
。

　

自
分
か
ら
法
を
求
め
て
足
を
運
ん
だ
方
は
否
定
的
な
意
見
と
い
う

化
が
進
ん
で
お
り
ま
す
が
、
大
切
な
こ
と
は
省
略
す
べ
き
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
続
き
ま
し
て
、

後
藤
先
生
に
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　

本
日
の
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
の
中
で
も
若
い
後
藤
先
生
に
お
答
え

い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　
「
五
重
相
伝
を
受
け
た
方
で
＂
よ
か
っ
た
＂、＂
感
動
し
た
＂
と
い

う
話
は
聞
き
ま
す
が
、＂
よ
く
な
か
っ
た
＂
と
い
う
否
定
的
な
話
は

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
在
家
者
で
リ
タ
イ
ア
組
は
勧
誘
し
や

す
く
、
実
際
に
入
行
者
は
多
く
こ
の
世
代
で
あ
り
ま
す
。
一
方
、
第

一
線
で
働
い
て
い
る
世
代
に
入
行
し
て
ほ
し
い
と
思
う
と
、
5
日
間

の
休
暇
は
極
め
て
長
期
で
不
可
能
に
近
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
世
代
に
多
く
入
行
し
て
も
ら
う
た
め
の
工
夫
な
ど
を
ご
教
示
く
だ

さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
後
藤
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

　

後
藤　

こ
れ
は
ま
さ
に
先
ほ
ど
の
意
見
の
中
で
お
読
み
し
ま
し
た

最
後
の
九
州
の
方
の
声
が
こ
う
い
っ
た
声
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
都

市
型
市
民
が
参
加
可
能
な
、
い
わ
ゆ
る
引
退
さ
れ
た
方
で
は
な
い
世
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た
だ
く
方
策
を
共
々
に
見
出
し
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
続
き
ま
し
て
、
日
下
部
先
生
に
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
「
宗
学
、
教
義
に
の
っ
と
っ
た
し
っ
か
り
し
た
勧
誡
の
で
き
る
人

材
育
成
を
お
願
い
し
た
い
。
各
本
山
の
布
教
師
さ
ん
た
ち
で
あ
れ
ば

教
義
に
の
っ
と
っ
た
勧
誡
は
す
べ
て
の
方
が
で
き
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
す
べ
て
の
方
が
日
下
部
先
生
の
よ
う
な
話
が
で
き
れ
ば
申
し

分
な
い
の
で
す
が
」
と
い
う
ご
質
問
。

　

こ
れ
は
昨
日
来
い
ろ
い
ろ
問
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
ス
タ
ッ
フ
、

と
り
わ
け
勧
誡
師
の
養
成
に
つ
い
て
の
質
問
で
す
が
、
広
く
そ
う
い

っ
た
視
点
か
ら
日
下
部
先
生
に
ご
教
示
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

日
下
部　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
難
し
い
問
題
で
あ
り
ま
す

が
、
避
け
て
通
れ
な
い
大
切
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
も
本
山
の
布
教
師
会
等
に
所
属
し
、
い
ろ
い
ろ
と
勉
強
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
総
本
山
知
恩
院
様
で
も
そ
う
し
た
授
戒
、

五
重
の
勧
誡
、
説
誡
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
道
場
を
開
い
て

お
ら
れ
ま
す
し
、
私
も
金
戒
光
明
寺
布
教
師
会
の
役
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
が
、
先
日
の
役
員
会
で
も
そ
う
い
っ
た
意
見
が
出
て

ま
い
り
ま
し
た
。
や
は
り
本
当
に
多
く
の
方
が
そ
れ
を
求
め
て
い
る

の
は
書
き
ま
せ
ん
か
ら
。
逆
に
聞
く
ほ
う
が
お
か
し
い
と
怒
ら
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
心
は
ど
う
感
じ
ら
れ
た
か
と
い
う
の
は
、

当
然
我
々
の
ほ
う
も
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
は
受
者

の
気
持
ち
に
な
っ
て
、
例
え
ば
要
偈
・
密
室
が
余
り
に
も
拘
束
時
間

が
長
す
ぎ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
や
は
り
一
回
別
の
日
に
す
る
と

い
う
こ
と
も
考
え
て
み
た
方
が
良
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

実
は
あ
る
場
所
で
要
偈
道
場
の
後
、
下
に
お
漏
ら
し
の
跡
が
あ
っ

た
と
い
っ
た
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
余
り
に
も
そ
の
と
き
の

受
者
が
お
気
の
毒
と
い
う
か
、
本
当
に
も
う
ど
ん
な
お
気
持
ち
で
参

加
さ
れ
て
い
た
の
か
と
思
い
ま
す
と
…
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
含
め

て
、
ま
さ
に
調
読
か
ら
始
ま
る
2
時
間
以
上
の
拘
束
に
な
る
わ
け
で

す
の
で
、
受
者
の
気
持
ち
に
な
っ
て
そ
う
い
う
道
場
等
を
考
え
れ
ば
、

本
心
は
わ
か
ら
な
い
に
し
て
も
、
そ
う
い
っ
た
否
定
的
な
意
見
と
い

う
の
は
減
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
で

す
み
ま
せ
ん
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
本
当
に
浄
土
宗
、

広
く
は
伝
統
仏
教
教
団
全
体
の
課
題
か
と
思
い
ま
す
。
お
若
い
方
た

ち
に
も
五
重
相
伝
を
初
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
法
要
に
参
加
し
て
い
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ま
す
の
で
、
ふ
だ
ん
か
ら
我
々
は
や
は
り
外
し
て
な
ら
な
い
部
分
、

三
部
経
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
こ
か
ら
説
か
れ
る
所
求
、
所
帰
、
去
行

と
い
っ
た
も
の
を
き
ち
っ
と
説
き
続
け
る
こ
と
が
、
き
ち
っ
と
し
た

勧
誡
の
で
き
る
勧
誡
師
を
育
て
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
も
の
だ

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う

に
、
八
総
大
本
山
の
布
教
師
会
、
ま
た
布
教
師
養
成
講
座
等
々
で
も

布
教
の
研
鑽
が
積
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
も
、
よ
り
一
層
、
宗
が
、
あ
る
い
は
ま
た
総

大
本
山
、
教
区
、
組
が
布
教
師
養
成
の
シ
ス
テ
ム
を
深
め
て
、
広
め

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
続
き
ま
し
て
、
西
城
先
生
に
質
問
で
す
。

　
「
五
重
相
伝
は
檀
信
徒
布
教
に
お
い
て
最
も
重
要
な
も
の
だ
と
思

い
ま
す
が
、
入
門
者
が
受
者
の
多
く
を
占
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
帰
敬

式
、
授
戒
会
の
役
割
を
再
考
す
べ
き
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
五
重

に
入
る
前
に
帰
敬
式
、
授
戒
会
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
五
重
の
期
間

な
ど
を
簡
略
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

ま
た
、
同
様
の
ご
質
問
で
、「
五
重
相
伝
を
開
筵
す
る
前
段
階
と

と
い
う
現
状
は
痛
感
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
幸
い
な
こ
と
に
と
申
し
ま
す
か
、
今
若
い
方
々
が
、
布

教
の
ほ
う
に
か
な
り
向
い
て
き
て
い
る
と
い
う
現
状
は
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
チ
ャ
ン
ス
を
見
逃
さ
ず
に
、
本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
先

輩
方
の
力
を
借
り
て
、
勧
誡
師
を
、
と
も
に
勉
強
し
な
が
ら
育
て
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
で
あ
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
だ
れ
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
す
る
か
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
布
教
師
会
で
あ
り
、
教
区
で
あ
り
、
ま
た
個

人
が
か
か
わ
っ
て
い
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
先
ほ
ど
少
し
申
し
ま
し
た
が
、
や
は
り
こ
の
伝
法
の
内

容
と
い
う
の
は
、
尊
い
教
え
で
あ
る
し
、
勧
誡
で
説
く
教
え
と
ピ
タ

ッ
と
一
致
す
る
の
が
浄
土
宗
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

例
え
ば
、
倶
会
一
処
の
世
界
等
も
あ
の
密
室
道
場
で
体
現
で
き
る

と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
し
た
世
界
も
教
え
の
通
り
に
感
じ
ら
れ
る
世

界
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
勧
誡
に
お
い
て
こ
の
浄
土
三
部
経
の
世
界
等
を

や
は
り
し
っ
か
り
と
説
か
な
け
れ
ば
、
五
重
相
伝
の
、
儀
式
と
の
関

連
性
も
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
く
る
し
、
要
偈
道
場
そ
の
も
の
が
成
り

立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
現
状
が
あ
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
て
お
り
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前
も
っ
て
研
修
会
と
い
う
か
、
帰
敬
式
を
行
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思

い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
そ
の
プ
レ
五
重
、
体
験
五
重
の
よ
う
な
帰
敬
式
を
行

な
う
こ
と
に
よ
っ
て
五
重
相
伝
の
期
間
を
短
く
す
る
こ
と
は
可
能
か

と
思
い
ま
す
。

　

特
に
『
一
枚
起
請
文
』
の
写
経
を
し
た
り
、
先
に
三
心
起
行
も

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
口
伝
が
あ
り
ま
す
が
、
結
論
的
に
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
こ
と
を
先
に
言
っ
て
か
ら
『
一
枚
起
請
文
』

を
称
え
る
と
い
う
よ
う
な
法
要
を
行
な
う
。
江
東
組
で
も
五
重
相
伝

は
4
年
に
一
遍
が
や
っ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
例

え
ば
五
重
ざ
ら
い
を
沖
縄
で
や
っ
た
と
こ
ろ
、
す
ご
く
大
勢
さ
ん
が

来
た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
五
重
ざ
ら
い
は
五
重
相
伝
の
あ
と
で
す
が
、
そ
の
前

の
一
般
仏
教
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
受
者
に
浄
土
宗
の
教

え
を
わ
か
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
浄
土
宗
の
入
門
と
い
う
よ
う
な
話

を
す
る
。
1
日
で
で
き
る
よ
う
な
法
要
を
何
回
か
し
て
い
け
ば
い
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、「
五
重
相
伝
の
前
行
」
と
言
う
の
で
し
ょ
う

か
。
一
日
五
重
相
伝
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

一
日
授
戒
は
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
面
で
「
帰
敬
式
」
と
称
し
た
ほ

し
て
の
プ
レ
五
重
、
五
重
相
伝
の
体
験
版
の
よ
う
な
も
の
の
可
能
性

に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
西
城
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

　

西
城　

先
ほ
ど
帰
敬
式
の
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。
結
婚
式
も
帰
敬

式
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
そ
の
入
門
者
の
た
め
に
、
ま
ず

最
初
に
、
日
常
勤
行
式
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
切
か
と
思

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
檀
信
徒
の
日
常
勤
行
式
は
、『
浄
業
信
法
訣
』
に
も
書

い
て
い
ま
す
が
、
朝
「
光
明
偏
照
」
の
文
と
念
仏
を
称
え
て
、
仕
事

に
行
っ
て
、
そ
し
て
、
帰
っ
て
き
て
寝
る
と
き
に
ま
た
お
念
仏
を
し

て
、「
願
以
此
功
徳
」
の
十
念
で
終
わ
る
。
こ
れ
が
一
番
い
い
日
常

勤
行
式
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
香
偈
、
三
宝
礼
か
ら
と
い
う
の
は
、
五
重
相
伝
と
か
特
別
な

儀
式
の
と
き
、
或
い
は
ご
命
日
な
ど
に
す
る
と
き
は
い
い
と
思
い
ま

す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
五
重
相
伝
な
の
で
は
な
か
な

か
時
間
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
な
る
べ
く
帰
敬
式
を
し

た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

や
は
り
数
珠
の
か
け
方
と
か
、
お
袈
裟
の
か
け
方
と
い
う
も
の
を
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下
部
先
生
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
と
お
り
、
や
は
り
三
部
経
を
説
か

な
い
よ
う
な
五
重
は
全
く
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
昔
と
違
っ
て
今
の
五
重
は
平
素
余
り
お
寺
に
お
参
り
な
さ
ら

な
い
、
ご
縁
の
薄
い
方
に
縁
を
結
ん
で
い
た
だ
い
て
、
浄
土
宗
を
理

解
し
て
い
た
だ
く
よ
う
な
色
彩
の
五
重
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
は
「
浄
土
宗
入
門
法
話
」
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

そ
う
な
り
ま
す
と
、
西
城
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
五
重

前
に
、
今
「
帰
敬
式
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、「
足
揃
え
」
で

も
ど
う
い
う
言
い
方
で
も
、
と
に
か
く
五
重
の
前
に
来
て
い
た
だ
き

ま
し
て
、
1
日
だ
け
で
も
釈
迦
一
代
の
仏
教
に
お
け
る
浄
土
門
の
ス

タ
ン
ス
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
基
礎
を
ま
ず
説
い
た
上
で
五
重
に
入

っ
て
い
た
だ
く
。

　

そ
し
て
、
三
部
経
を
し
っ
か
り
読
誦
正
行
等
の
と
こ
ろ
で
説
い
て

い
く
の
が
一
番
だ
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
、「
何
で
お
念
仏
が
必
要

な
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
も
入
っ
て
お
り
ま
す
増
上
寺
の
布

教
師
会
で
、「
法
然
上
人
報
恩
念
仏
会
」
と
い
う
も
の
を
1
日
開
催

で
各
地
で
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
と
き
、
か
な
り
積
極
的
に

「
日
課
念
仏
の
相
続
」
と
い
う
一
点
に
絞
っ
て
、
日
課
念
仏
相
続
帳

と
い
う
も
の
を
お
檀
家
の
方
に
お
配
り
し
、
理
解
し
て
い
た
だ
く
た

う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
方
に
多
く
の
ご
指
導

を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
ろ
そ
ろ
時
間
で
ご
ざ
い
ま
す
。

最
後
の
ご
質
問
と
合
わ
せ
て
、
三
人
の
先
生
方
か
ら
一
言
ず
つ
お
言

葉
を
ち
ょ
う
だ
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
「『
五
重
相
伝
の
こ
れ
か
ら
』
が
テ
ー
マ
と
な
る
場
合
、
こ
れ
ま
で

の
形
式
の
中
で
の
変
革
が
必
要
か
。
そ
れ
と
も
新
し
い
形
式
で
の
改

革
が
必
要
か
。
未
来
の
浄
土
宗
の
発
展
の
た
め
の
課
題
と
い
う
視
点

か
ら
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
未
来
の
浄
土
宗
と
い
っ
た
視
点
か
ら
、
3
先
生
か
ら

一
言
ず
つ
最
後
の
お
言
葉
を
ち
ょ
う
だ
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
後
藤
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

後
藤　

時
間
も
少
な
い
の
で
少
し
早
口
で
申
し
ま
す
が
、
私
は
や

は
り
改
革
は
絶
対
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
の
形
式
を
別

に
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
や
は
り
こ
れ
か
ら
広
げ
て
い

く
、「
こ
れ
か
ら
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
変
え
て
い
い
部

分
は
積
極
的
に
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
変
え
て
は
い
け
な
い
部
分
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
の
日
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も
う
既
に
こ
の
歴
史
を
ふ
り
返
っ
て
も
、
大
き
な
変
化
に
な
っ
て
、

今
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
昔
の
も
の
が
す
べ
て
悪
く
、
こ
れ
か
ら
全
面
的
に
変
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
や
は

り
こ
う
し
て
続
い
て
き
た
こ
の
伝
統
と
い
う
も
の
も
大
事
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

　

や
は
り
形
式
の
よ
さ
、
今
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
守
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
世
界
も
必
ず
あ
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
こ
に
は
先
ほ
ど

の
お
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
変
え
て
い
い
部
分
と
悪
い
部
分
、
そ

こ
の
と
こ
ろ
は
一
方
で
大
胆
に
、
一
方
で
は
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
い
っ
た
思
い
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
も
う
1
つ
は
、
変
え
る
、
ま
た
、
改
革
を
叫
ぶ
以
前
に
、

そ
の
お
伝
え
す
る
教
え
そ
の
も
の
の
実
践
、
日
課
念
仏
を
能
化
、

我
々
自
身
が
ど
れ
だ
け
果
た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
反
省
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
た
と
え
ば
睡
時
十
念
の
伝
が
密
室
道
場
で
あ
り
ま
す
が
能

化
の
者
が
本
当
に
実
践
し
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
っ
た
問
題
等
が
か

な
り
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
や
っ
て
い
な
い
か
ら
、
伝
法
を
省
略
し

よ
う
、
変
え
よ
う
と
い
う
よ
う
な
改
革
と
い
う
こ
と
で
は
当
然
あ
り

め
に
、
2
時
間
お
話
を
し
な
が
ら
、
そ
の
相
続
と
い
う
こ
と
を
説
い

て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
熱
心
な
お
寺
で
開
催
し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
満
足
し
て

帰
ら
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
や
は
り
説
い
て
い
る
ほ
う
と
し
て
は
、

「
何
で
念
仏
が
必
要
な
の
か
」、
こ
の
現
実
社
会
に
お
い
て
ど
う
し
て

念
仏
な
の
か
を
説
く
に
は
、
ち
ょ
っ
と
時
間
が
な
さ
す
ぎ
る
な
と
思

い
ま
す
。

　

そ
う
な
る
と
、
や
は
り
こ
れ
は
も
う
五
重
相
伝
と
い
っ
た
形
を
と

る
以
外
に
は
な
か
な
か
な
い
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
に
当
た
っ
て
は
現
状
維
持
で
は
な
く
て
、
受
者
の
立
場
に
立
っ
て
、

受
け
や
す
い
ス
タ
イ
ル
、
内
容
は
変
え
ず
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
ド
面
を

変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
日
下
部
先
生
、

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

日
下
部　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
や
は
り
私
は
改
革
は
必
要

だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
大
胆
な
改
革
も
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
必
要

に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
し
、
き
の
う
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
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で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
自
分
た
ち
が
絶
え
ず
創
意
工

夫
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
3
先
生
に
長
時
間
に
わ
た

り
ま
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
指
導
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、
皆
様
方
か
ら
の
ご
質
問
に
対
し
て
も
、
す
べ
て
お
答
え
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

平
成
21
年
度
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
は
、「
五
重
相
伝
」
を
大
き

な
テ
ー
マ
に
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
昨
日
の
柴
田
哲
彦
先
生
に
よ

り
ま
す
「
五
重
相
伝
に
つ
い
て
」
と
い
う
基
調
講
演
を
受
け
ま
し
て
、

昨
日
と
本
日
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
2
つ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
、
や
は
り
一
貫
し
て
先
生
方

が
指
摘
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
「
時
機
相
応
」
と
い
う
点
か
と
思
い

ま
す
。
法
然
上
人
ご
自
身
が
八
百
年
前
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い

う
選
択
本
願
念
仏
の
御
教
え
の
確
立
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
仏
教
を
改

革
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
契
機
が
時
機
相
応
の
精
神
な
の
だ
ろ
う
と

受
け
と
め
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
意
味
で
、
五
重
相
伝
は
多
く
の
皆
様
方
の
ご
総
意
、
ご

創
見
に
よ
っ
て
、
私
ど
も
が
時
機
に
相
応
す
る
よ
う
に
、
改
革
す
べ

き
、
変
革
す
べ
き
と
こ
ろ
は
し
っ
か
り
と
新
た
に
構
築
し
て
い
く
べ

ま
せ
ん
で
、
や
は
り
伝
統
と
し
て
、
そ
し
て
、
教
え
と
し
て
伝
わ
っ

て
い
る
世
界
と
い
う
も
の
を
や
は
り
自
ら
が
実
践
し
つ
つ
、
訴
え
て
、

そ
の
上
で
そ
れ
こ
そ
し
っ
か
り
と
見
直
し
、
ま
た
、
現
代
に
通
じ
る

布
教
法
と
い
う
形
で
考
え
る
、
変
化
は
必
要
で
あ
る
と
思
う
と
同
時

に
、
大
胆
に
、
そ
し
て
、
慎
重
に
や
っ
て
い
き
た
い
問
題
だ
な
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
最
後
に
西
城

先
生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

西
城　

私
は
法
式
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
超
保
守
主
義
で
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
や
は
り
社
会
環
境
が
変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
儀
礼

も
変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
要
偈
道
場
も
江
戸
時
代
に
は
白
道
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
明
治
期
頃
か
ら
は
白
道
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
も
、
要
偈
の
文
も
最
初
は
檀
信
徒
と
能
化
と
区
別
し
て
い
ま

し
た
が
、
既
に
隆
円
さ
ん
あ
た
り
か
ら
す
べ
て
の
要
偈
が
同
じ
で
あ

り
ま
す
。
き
の
う
宇
高
先
生
も
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
変
わ
る
こ
と
は

当
然
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
が
、
茶
道
を
研
究
し
て
い
る
人

の
言
葉
で
「
伝
統
文
化
と
は
、
近
代
に
自
己
変
革
に
成
功
し
た
文
化
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ま
た
、
五
重
相
伝
を
受
け
た
受
者
の
皆
様
方
に
誉
号
を
お
授
け
す
る

こ
と
の
意
味
を
改
め
て
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
る
と
い
う
こ
と
が
大

切
な
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
誉
号
に
つ
い
て
は
、『
観
無
量
寿

経
』
の
「
白
蓮
華
」
と
そ
れ
を
受
け
た
善
導
大
師
の
五
種
の
嘉
誉
が

源
流
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
仏
様
か
ら
誉
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意

味
を
持
つ
、
誉
号
を
い
た
だ
け
る
こ
と
の
意
味
、
こ
れ
は
申
し
上
げ

る
ま
で
も
な
く
、
お
念
仏
を
喜
ば
せ
て
い
た
だ
く
私
た
ち
に
生
ま
れ

か
わ
ら
せ
て
い
た
だ
く
か
ら
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
教
学
院
、
布
教
師
会
、
法
式
教
師
会
、
総

合
研
究
所
と
い
う
4
団
体
が
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
と
い
う
大
き
な

大
会
の
中
で
法
然
上
人
八
百
年
大
遠
忌
の
直
前
に
、
五
重
相
伝
が
取

り
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
大
変
大
き
な
意
義
が
あ
る
こ
と
で
し

ょ
う
。

　

日
下
部
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
五
重
相
伝
は
、
ま

さ
に
総
合
芸
術
、
総
合
布
教
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
法
然
上
人

の
御
教
え
と
い
う
教
学
と
そ
れ
を
伝
え
て
い
く
と
い
う
布
教
、
あ
る

い
は
「
信
は
荘
厳
よ
り
起
こ
る
」
と
い
う
法
式
の
部
分
を
私
ど
も
が

し
っ
か
り
と
磨
い
て
、
ま
た
、
連
携
を
と
り
な
が
ら
、
よ
り
す
ば
ら

し
い
五
重
相
伝
を
作
り
上
げ
、
1
人
で
も
多
く
の
お
念
仏
の
行
者
を

育
て
て
い
く
こ
と
が
、
私
ど
も
浄
土
宗
僧
侶
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で

き
で
あ
ろ
う
と
受
け
と
め
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
変
え
て
は
い
け
な
い
部
分
も
ご
ざ
い
ま
す
。
私
ど

も
は
浄
土
宗
で
ご
ざ
い
ま
す
。
法
然
上
人
の
御
教
え
が
八
百
年
来
貫

い
て
い
る
こ
と
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
法
然
上
人
が
所
依
の
経
典
と
さ
れ
た
「
浄

土
三
部
経
」
と
阿
弥
陀
様
・
お
釈
迦
様
・
六
方
の
諸
仏
、
こ
の
三
仏

三
経
と
い
う
世
界
観
、
そ
し
て
、
五
重
相
伝
の
伝
書
も
ま
た
変
え
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
教
え
で
す
。
ほ
か
の
お
宗
旨
の
伝
書
を
持
っ
て

く
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。

　

そ
の
伝
書
こ
そ
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
善
導
大
師
・
法
然

上
人
、
そ
し
て
、
法
然
上
人
・
聖
光
上
人
・
良
忠
上
人
と
い
う
二
祖

三
代
の
教
え
の
綱
格
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
時
機
相
応
の
部
分
と
法
然
上
人
以
来
の
八
百
年
来
の
伝

統
的
な
部
分
を
し
っ
か
り
と
合
わ
せ
持
っ
た
、
そ
う
い
っ
た
視
点
の

中
で
私
ど
も
僧
侶
が
五
重
相
伝
に
つ
い
て
学
び
、
研
鑽
し
、
お
念
仏

の
教
え
を
伝
え
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。

　

昨
日
横
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
私

ど
も
浄
土
宗
僧
侶
が
「
蓮
社
号
」
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
ど
う
い

っ
た
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
深
く
見
つ
め
直
し
、
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あ
り
、
法
然
上
人
が
私
た
ち
に
望
ま
れ
て
い
る
最
大
に
し
て
最
上
の

願
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
昨
日
の
柴

田
先
生
、
宇
高
先
生
、
正
村
先
生
、
横
井
先
生
、
今
岡
先
生
、
ま
た
、

本
日
パ
ネ
ラ
ー
を
お
務
め
い
た
だ
き
ま
し
た
後
藤
先
生
、
日
下
部
先

生
、
西
城
先
生
に
感
謝
を
込
め
て
、
大
き
な
拍
手
を
ち
ょ
う
だ
い
で

き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。（
拍
手
）

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ふ
だ
ん
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
す
と
、

お
十
念
で
終
わ
る
の
で
す
が
、
た
だ
い
ま
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、

御
仏
様
と
お
祖
師
様
へ
の
ご
恩
を
か
み
し
め
ま
し
て
、
自
信
偈
と
お

十
念
で
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

〔
自
信
偈
、
同
称
十
念
〕

　

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
2
）「
五
重
相
伝
の
こ

れ
か
ら
」
を
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

	

（
了
）
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筆
者
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
を
専
門
の
研
究
領
域
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

現
今
の
初
期
大
乗
を
め
ぐ
る
研
究
状
況
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
研
究
と
初

期
大
乗
の
研
究
の
一
部
を
結
び
付
け
つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況

の
中
で
、
本
稿
が
試
み
る
こ
と
は
初
期
大
乗
経
典
と
い
わ
れ
る
〈
無

量
寿
経
〉
を
、
い
わ
ゆ
る
小
乗
仏
教
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
た
め
の

視
点
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。

１
．
先
行
研
究
に
つ
い
て

　
〈
無
量
寿
経
〉
と
初
期
仏
教
と
の
関
係
を
考
察
す
る
研
究
は
、
藤

田
宏
達
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
氏
は
浄
土
教
研
究
の
泰
斗
で

あ
り
、
様
々
な
視
点
か
ら
浄
土
教
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
本

稿
と
特
に
関
連
す
る
研
究
は
「Sukhāvatīvyūha

とPāli

聖
典２

」

で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
〈
無
量
寿
経
〉
な
ら
び
に
〈
阿
弥
陀
経
〉
と

パ
ー
リ
語
聖
典
の
パ
ラ
レ
ル
三
十
三
例
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
し

０
．
研
究
に
あ
た
り

　

本
稿
は
〈
無
量
寿
経
〉
に
お
け
る
発
起
序
、
す
な
わ
ち
経
典
の
冒

頭
部
分
を
考
察
対
象
と
す
る
。
筆
者
が
こ
こ
に
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、

こ
の
部
分
は
ど
の
〈
無
量
寿
経
〉
テ
キ
ス
ト
を
取
っ
て
み
て
も
、
非

常
に
共
通
性
が
高
く
、
そ
れ
は
〈
無
量
寿
経
〉
の
成
立
当
初
か
ら
存

在
し
た
部
分
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い

る
か
ら
で
あ
る１

。
つ
ま
り
、
こ
の
部
分
の
考
察
は
、〈
無
量
寿
経
〉

の
成
立
を
考
察
す
る
こ
と
に
直
結
す
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
〈
無
量
寿
経
〉
の
成
立
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
た
だ
一
大
乗
経
典

の
起
源
を
問
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
初
期
大
乗
経
典
に
分
類

さ
れ
る
〈
無
量
寿
経
〉
の
起
源
が
わ
ず
か
に
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
る

こ
と
で
、
大
乗
の
起
源
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
知
見
が
得
ら
れ
る
可

能
性
が
あ
る
。
筆
者
が
興
味
を
よ
せ
る
点
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。

〈
無
量
寿
経
〉
発
起
序
の
一
考
察

石　

田　

一　

裕
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分
に
お
け
る
釈
尊
に
つ
い
て
の
描
写
な
ら
び
に
そ
れ
に
対
す
る
阿
難

の
反
応
で
あ
る
。
紙
幅
に
そ
れ
ほ
ど
余
裕
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
こ
こ
で
は
我
々
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
魏
訳
の
当
該
部
分
を
考

察
し
た
い
。（
理
解
を
促
す
た
め
番
号
・
下
線
を
付
し
た
。
和
訳
に

つ
い
て
は
浄
土
宗
総
合
研
究
所
三
部
経
研
究
班
に
よ
る
訳
を
用
い

た
。）

①
爾
時
世
尊
。
諸
根
悅
豫
。
姿
色
清
淨
。
光
顏
巍
巍
。

②
尊
者
阿
難
承
佛
聖
旨
。
即
從
座
起
。
偏
袒
右
肩
。
長
跪
合
掌
而
白

佛
言
。

今
日
世
尊
。
諸
根
悅
豫
。
姿
色
清
淨
。
光
顏
巍
巍
。
如
明
淨
鏡
影
暢

表
裏
。
威
容
顯
曜
超
絶
無
量
。
未
曾
瞻
覩
殊
妙
如
今
。
唯
然
大
聖
我

心
念
言
。
今
日
世
尊
住
奇
特
法
。
今
日
世
雄
住
諸
佛
所
住
。
今
日
世

眼
住
導
師
行
。
今
日
世
英
住
最
勝
道
。
今
日
天
尊
行
如
來
德
。
去
來

現
佛
佛
佛
相
念
。
得
無
今
佛
念
諸
佛
耶
。
何
故
威
神
光
光
乃
爾
。

③
於
是
世
尊
告
阿
難
曰
。
云
何
阿
難
。

諸
天
教
汝
來
問
佛
耶
。
自
以
慧
見
問
威
顏
乎
。

④
阿
難
白
佛
。

無
有
諸
天
來
教
我
者
。
自
以
所
見
問
斯
義
耳
。

⑤
佛
言
。

て
氏
の
考
察
を
添
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
原
始
浄
土
思
想
の
研

究
』
に
お
い
て
は
、
浄
土
三
部
経
に
見
ら
れ
る
様
々
な
思
想
に
つ
い

て
関
連
あ
る
原
始
経
典
を
見
い
だ
し
、
浄
土
思
想
の
源
流
を
解
明
し

よ
う
と
試
み
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
研
究
を
通
し
て
、
藤
田
氏
は
浄
土
思
想
を
原
始
仏
教
の

延
長
線
上
に
誕
生
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
原
始
仏
教
に
す
で
に
浄
土

教
的
な
要
素
が
胚
胎
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
〈
無
量
寿
経
〉
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ほ
と

ん
ど
の
初
期
大
乗
経
典
に
当
て
は
ま
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た

初
期
大
乗
仏
教
を
め
ぐ
る
昨
今
の
研
究
成
果３

は
、
大
乗
仏
教
の
誕
生

を
部
派
―
厳
密
に
は
出
家
者
と
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
―
と
関
連

付
け
つ
つ
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
藤
田
氏
の
研
究
を
ふ
ま
え
つ
つ
、〈
無

量
寿
経
〉
と
原
始
経
典
の
パ
ラ
レ
ル
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
な

り
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
藤
田
氏

の
研
究
を
補
う
形
で
、
氏
が
示
さ
な
か
っ
た
一
つ
の
例
を
考
察
し
た

い
。２

．
着
目
点

　

本
稿
に
お
け
る
考
察
対
象
と
な
る
の
は
〈
無
量
寿
経
〉
の
冒
頭
部
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表
面
〔
は
も
と
よ
り
〕、
内
部
に
ま
で
行
き
届
い
て
い
る
よ
う
で
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
の
威
厳
に
満
ち
た
お
姿
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
桁
違
い

の
輝
き
を
放
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。〔
私
は
〕
今
日
ま
で
〔
世
尊
の
〕

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
尊
い
〔
お
姿
〕
を
拝
し
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

そ
う
で
す
と
も
、
世
尊 

。
私
が
思
い
ま
す
に
、
本
日
、
世
に
も
尊

き
方
（
世
尊
）
は
、
誰
に
も
到
達
し
得
な
い
よ
う
な
極
め
て
尊
い
真

理
を
体
現
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
本
日
、
世
に
も
雄
々
し
き
方
（
世

雄
）
は
、
諸
々
の
み
仏
と
と
も
に
〔
覚
り
と
い
う
境
地
に
〕
安
住
し

て
お
ら
れ
ま
す
。
本
日
、
世
間
の
人
々
の
眼
を
開
く
方
（
世
眼
）
は
、

人
々
を
導
く
行
に
専
念
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
本
日
、
世
間
に
お
い
て

智
慧
の
最
も
す
ぐ
れ
た
方
（
世
英
）
は
、〔
煩
悩
に
〕
打
ち
勝
っ
た

無
上
の
覚
り
の
道
を
歩
ま
れ
て
い
ま
す
。
本
日
、
神
々
も
及
ば
ぬ
尊

い
方
（
天
尊
）
は
、〔
人
々
を
導
く
〕
如
来
と
し
て
の
徳
を
修
め
て

お
ら
れ
ま
す
。〔
思
い
ま
す
に
〕
過
去
・
未
来
・
現
在
の
み
仏
方
は
、

互
い
に
念
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
今
、
世
尊
も
ま
た
、
諸
々
の
み
仏
を

念
じ
て
お
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
い
っ
た
い
ど
う
い

う
理
由
が
あ
っ
て
〔
世
尊
の
〕
威
厳
に
あ
ふ
れ
た 

〔
お
姿
〕
が
〔
ま

さ
し
く
〕
こ
の
よ
う
に
光
り
輝
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。

③
そ
こ
で
釈
尊
は
〔
私
〕
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「〔
お
や
お
や
、〕
ど
う
し
た
、
阿
難
。
天
人
た
ち
が
汝
に
仏
〔
た
る

善
哉
阿
難
。
所
問
甚
快
。
發
深
智
慧
真
妙
辯
才
。
愍
念
眾
生
問
斯
慧

義
。
如
來
以
無
盡
大
悲
矜
哀
三
界
。
所
以
出
興
於
世
。
光
闡
道
教
。

欲
拯
羣
萌
惠
以
真
實
之
利
。
無
量
億
劫
難
値
難
見
。
猶
靈
瑞
華
時
時

乃
出
。
今
所
問
者
多
所
饒
益
。
開
化
一
切
諸
天
人
民
。

⑥
阿
難
。
當
知
如
來
正
覺
其
智
難
量
多
所
導
御
。
慧
見
無
礙
無
能
遏

絶
。
以
一
飡
之
力
能
住
壽
命
。
億
百
千
劫
無
數
無
量
。
復
過
於
此
。

諸
根
悅
豫
不
以
毀
損
。
姿
色
不
變
光
顏
無
異
。
所
以
者
何
。
如
來
定

慧
究
暢
無
極
。
於
一
切
法
而
得
自
在
。
阿
難
諦
聽
。
今
為
汝
説
。

⑦
對
曰
唯
然
願
樂
欲
聞４

。

①
そ
の
時
釈
尊
は
、
全
身
か
ら
喜
び
が
ほ
と
ば
し
り
、
お
姿
に
は
一

点
の
汚
れ
も
な
く
、
光
り
輝
く
お
顔
は
〔
威
厳
に
満
ち
あ
ふ
れ
〕

神
々
し
か
っ
た
。

②
そ
こ
で
、〔
私
〕
尊
者
阿
難
は
釈
尊
の
み
心
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
、

す
か
さ
ず
自
席
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
〔
御
前
に
進
み
、
衣
か
ら
〕
右

肩
を
露
に
し
て
、
長
跪
し
合
掌
し
て
釈
尊
に
〔
次
の
よ
う
に
〕
申
し

上
げ
た
の
で
あ
る
。

「
本
日
只
今
、
世
尊
は
全
身
か
ら
喜
び
が
ほ
と
ば
し
り
、
お
姿
に
は

一
点
の
汚
れ
も
な
く
、
光
り
輝
く
お
顔
は
〔
威
厳
に
満
ち
あ
ふ
れ
〕

神
々
し
く
、
ま
る
で
磨
き
上
げ
た
鏡
に
反
射
す
る
光
が
〔
も
の
の
〕
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咲
く
と
い
う
〕
そ
の
時
が
め
ぐ
っ
て
初
め
て
花
開
く
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。〔
如
来
た
る
私
が
い
る
〕
今
、〔
汝
が
〕
問
う
た
と
い

う
こ
と
は
人
々
を
救
い
摂
る
こ
と
多
大
に
し
て
、
す
べ
て
の
天
人
や

人
々
を
〔
覚
り
の
境
地
へ
と
〕
導
く
の
で
あ
る
。

⑥
知
る
が
よ
い
、
阿
難
よ
。
如
来
に
具
わ
る
覚
り
の
智
慧
は
推
し
量

り
難
く
、〔
人
々
を
覚
り
の
境
地
へ
と
〕
導
く
こ
と
多
大
で
あ
る
。

〔
そ
の
〕
智
慧
は
何
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
ず
、
遮
ら
れ
る
こ
と
も
な

い
。〔
ま
た
、
わ
ず
か
〕
一
度
の
食
事
に
よ
っ
て
寿
命
を
保
つ
こ
と
、

億
百
千
劫
〔
と
い
う
途
方
も
な
く
永
い
時
間
〕
は
お
ろ
か
、
無
限
の

時
間
、
さ
ら
に
そ
れ
以
上
さ
え
も
〔
保
つ
〕
の
で
あ
る
。〔
し
か
も
〕

全
身
か
ら
喜
び
が
ほ
と
ば
し
り
、
何
一
つ
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

〔
そ
の
〕
お
姿
は
不
変
に
し
て
、
光
り
輝
く
お
顔
も
変
わ
る
こ
と
は

な
い
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
如
来
は
禅
定
と
智
慧
が
自
由
自

在
で
極
ま
り
な
く
、
そ
の
際
限
が
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て

思
い
の
ま
ま
に
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
阿
難
よ
、
し
っ
か
り
と
聴
く

が
よ
い
。
今
、
そ
な
た
の
た
め
に
〔
教
え
を
〕
説
こ
う
。」

⑦
〔
阿
難
は
〕
答
え
た
。

「〔
仰
せ
の
〕
ま
ま
に
。
ど
う
か
お
聞
か
せ
下
さ
い
ま
せ
。」

　

こ
の
一
段
は
、〈
無
量
寿
経
〉
の
諸
本
に
お
い
て
、
そ
の
詳
細
に

私
〕
の
と
こ
ろ
に
聴
き
に
来
さ
せ
た
の
か
。〔
そ
れ
と
も
自
分
で
〕

理
解
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、〔
私
の
〕
威
厳
あ
ふ
れ
る
顔
に
つ
い

て
自
分
か
ら
尋
ね
た
の
か
。」

④
阿
難
は
釈
尊
に
申
し
上
げ
た
。

「
私
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
て
、〔
そ
の
よ
う
に
〕
教
え
て
く
れ
た
天

人
た
ち
は
誰
一
人
と
し
て
い
ま
せ
ん
。〔
自
分
で
〕
理
解
し
た
こ
と

に
基
づ
い
て
、
そ
の
〔
顔
色
の
〕
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
尋
ね
た
ま
で

で
す
。」

⑤
〔
そ
こ
で
〕
釈
尊
が
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
よ
く
ぞ
〔
申
し
た
〕、
阿
難
よ
。〔
汝
の
問
い
〕
は
大
変
快
い
も
の

で
あ
る
。〔
汝
は
今
〕
深
い
智
慧
を
は
た
ら
か
せ
嘘
偽
り
の
な
い
巧

み
な
弁
舌
を
ふ
る
っ
た
。〔
汝
は
〕
人
々
を
傷
ま
し
く
思
っ
て
、〔
私

の
〕
こ
の
〔
顔
色
の
〕
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
尋
ね
た
の
だ
。
如
来
と

は
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
大
悲
の
心
で
迷
い
の
世
界 

〔
の
人
々
〕
を

憐
れ
む
。
そ
れ
故
、〔
迷
い
の
〕
世
界
に
お
出
ま
し
に
な
っ
て
覚
り

へ
の
道
を
弘
く
説
き
明
か
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
救
お
う
と
願
っ

て
、
恵
み
と
し
て
〔
覚
り
の
世
界
へ
導
く
と
い
う
〕
真
実
の
利
益
を

施
す
〔
方
な
の
で
あ
る
〕。〔
た
だ
し
〕
無
量
億
劫 

〔
と
い
う
計
り
知

れ
な
い
永
い
時
〕
を
経
て
も
〔
こ
の
よ
う
な
如
来
に
〕
出
会
う
の
は

大
変
難
し
い
こ
と
で
、〔
ち
ょ
う
ど
〕
霊
瑞
華
が
〔
三
千
年
に
一
度
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て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
藤
田
氏
は
小
乗
〈
涅
槃
経
〉
と
〈
無

量
寿
経
〉
の
関
係
に
つ
い
て
注
意
深
く
言
及
し
、
両
者
の
間
に
直
接

の
思
想
交
流
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

こ
の
学
説
は
「
南
方
上
座
部
や
有
部
・
大
衆
部
な
ど
に
お
い
て
、
廣

く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら６

」〈
無
量
寿
経
〉
の
編

纂
者
は
部
派
の
教
説
を
通
し
て
こ
の
学
説
を
知
っ
た
の
で
あ
り
、

「
必
ず
し
も
『
大
般
涅
槃
經
』
を
予
想
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で

あ
ろ
う７

」
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

パ
ー
リ
聖
典
と
〈
無
量
寿
経
〉
の
比
較
を
通
し
て
藤
田
氏
が
目
指

す
と
こ
ろ
は
、〈
無
量
寿
経
〉
に
説
か
れ
る
様
々
な
思
想
が
、
決
し

て
非
イ
ン
ド
的
あ
る
い
は
非
仏
教
的
な
も
の
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
仏

教
の
流
れ
の
中
に
自
然
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

す
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
考
察
は
問
題
と
な
ら
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
氏
の
業
績
は
〈
無
量
寿
経
〉
に

説
か
れ
る
様
々
な
思
想
に
つ
い
て
、
原
始
仏
教
や
部
派
仏
教
の
中
に
、

そ
の
起
源
と
な
る
よ
う
な
も
の
が
見
い
だ
せ
る
こ
と
を
示
し
た
。
筆

者
は
更
に
そ
の
作
業
を
継
続
し
た
い
と
願
う
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
氏

が
、
⑥
下
線
部
の
パ
ラ
レ
ル
に
つ
い
て
「『
大
般
涅
槃
經
』
を
予
想

し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
そ
の
点
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

は
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
大
枠
と
し
て
み
れ
ば
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

試
み
に
大
意
を
取
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
か
と
思
う
。

①　

世
尊
の
姿
が
光
り
輝
く

②　

そ
れ
を
受
け
て
阿
難
が
そ
の
理
由
を
問
う

③　

②
に
対
す
る
世
尊
の
反
問

④　

③
に
対
す
る
阿
難
の
答
え

⑤　

④
の
回
答
を
聞
い
て
世
尊
が
阿
難
を
褒
め
る

⑥　

如
来
の
徳
と
そ
の
理
由
を
明
か
し
、
正
宗
分
を
説
く
こ
と
を
阿

難
に
告
げ
る

⑦　

⑥
に
対
す
る
阿
難
の
返
事

　

こ
こ
で
は
段
落
を
七
つ
に
分
け
た
が
、
そ
の
う
ち
の
①
・
②
・
⑥

に
は
下
線
を
引
い
た
。
①
と
⑥
は
藤
田
氏
に
よ
っ
て
パ
ー
リ
聖
典
と

の
パ
ラ
レ
ル
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
氏
の
指
摘
に
よ
れ

ば
①
の
下
線
部
に
つ
い
て
は
「
パ
ー
リ
で
は
、
ゴ
ー
タ
マ
の
諸
感
官

の
澄
浄
を
示
す
文
は
、
慣
用
句
と
し
て
こ
の
ほ
か
に
も
處
々
に
説
か

れ
て
い
る５

」
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
⑥
の
下
線
部
は
、
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
の
由
来
に
関
連
し
て
考
察

さ
れ
て
お
り
、
小
乗
の
〈
涅
槃
経
〉
が
パ
ラ
レ
ル
を
示
す
文
献
と
し
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「
遊
行
経
」
の
こ
の
部
分
は
、
マ
ッ
ラ
族
の
プ
ッ
ク
サ
と
い
う
人

物
か
ら
世
尊
が
金
色
に
輝
く
衣
を
受
け
と
り
、
阿
難
が
そ
れ
を
世
尊

に
着
さ
せ
た
直
後
の
場
面
で
あ
る
。
そ
の
と
き
世
尊
の
顔
は
輝
き
、

身
体
は
光
り
輝
い
た
、
全
身
か
ら
は
喜
び
が
ほ
と
ば
し
り
、
表
情
は

穏
や
か
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
を
み
た
阿
難
は
心
中
に
ふ
と
思
い
を
抱
く
。
す
な
わ
ち
自
分

は
釈
尊
に
仕
え
て
か
ら
二
十
五
年
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
釈
尊
は

見
た
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
で
阿
難
は
恭
し
く
座
よ
り
立
ち
上
が
り
世

尊
の
前
で
問
い
か
け
る
。「
私
は
釈
尊
に
仕
え
て
二
十
五
年
に
な
り

ま
す
が
今
日
の
よ
う
に
光
り
輝
く
釈
尊
は
見
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
ど
う
し
て
釈
尊
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、

ど
う
か
そ
の
理
由
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
」
と
。

　

こ
こ
で
我
々
は
先
に
挙
げ
た
『
無
量
寿
経
』
と
こ
の
「
遊
行
経
」

の
類
似
を
確
認
で
き
る
。
比
較
の
た
め
対
応
箇
所
を
並
べ
て
み
よ
う
。

①『
無
量
寿
経
』　

爾
時
世
尊
。
諸
根
悅
豫
。
姿
色
清
淨
。
光
顏
巍
巍
。

「
遊
行
経
」　　

 

爾
時
。
世
尊
顏
貌
縱
容
。
威
光
熾
盛
。
諸
根
清
淨
。

面
色
和
悅
。

　

こ
の
作
業
の
着
目
点
は
⑥
の
下
線
部
が
小
乗
〈
涅
槃
経
〉
と
パ
ラ

レ
ル
の
関
係
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
①
の
下
線
部
も
ま
た
②
の
下
線

部
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
構
造
が
小
乗
〈
涅
槃
経
〉
に
類
似

す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
①
の
パ
ラ
レ
ル
は
確
か
に
様
々
な
パ
ー
リ

聖
典
に
見
い
だ
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
②
の
下
線
部
と
そ
れ
を

複
合
的
に
扱
う
こ
と
で
、
筆
者
は
〈
無
量
寿
経
〉
と
小
乗
〈
涅
槃

経
〉
の
構
造
的
な
類
似
を
指
摘
し
た
い
。

３
．
パ
ラ
レ
ル
の
確
認

　

さ
て
、
実
際
の
作
業
に
入
ろ
う
。
小
乗
〈
涅
槃
経
〉
は
パ
ー
リ
・

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
漢
訳
が
そ
ろ
っ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
厳
密
な

考
察
の
た
め
に
は
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
を
考
察
し
て
論
を
進
め
る
べ

き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
に
か
ぎ
り
が
あ
る
の
で
、
そ
の
う
ち

の
一
つ
で
あ
る
「
遊
行
経
」
を
挙
げ
て
考
察
を
進
め
よ
う８

。

爾
時
。
世
尊
顏
貌
縱
容
。
威
光
熾
盛
。
諸
根
清
淨
。
面
色
和
悅
。

阿
難
見
已
。
默
自
思
念
。
自
我
得
侍
二
十
五
年
。
未
曾
見
佛
面
色
光

澤
。
發
明
如
金
。
即
從
座
起
。
右
膝
著
地
。
叉
手
合
掌
。
前
白
佛
言
。

自
我
得
侍
二
十
五
年
。
未
曾
見
佛
光
色
如
金
。
不
審
何
緣
。
願
聞
其

意９

。
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４
．
ま
と
め

　

本
稿
で
は
こ
れ
以
上
両
経
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
余
裕
が
な

い
の
で
、
両
者
の
関
係
か
ら
推
測
さ
れ
る
事
態
を
指
摘
し
て
、
拙
論

を
終
わ
り
に
し
た
い
。

　

筆
者
が
こ
の
パ
ラ
レ
ル
に
気
が
つ
い
た
と
き
に
直
感
し
た
こ
と
は
、

〈
無
量
寿
経
〉
が
釈
尊
の
般
涅
槃
を
強
く
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
パ
ラ
レ
ル
に
つ
い
て
、「
遊
行
経
」

は
そ
れ
を
仏
滅
を
ほ
の
め
か
す
も
の
と
設
定
し
て
い
る
。〈
無
量
寿

経
〉
の
編
纂
者
達
は
そ
れ
を
十
分
に
承
知
の
上
で
細
部
を
変
え
つ
つ

も
、
そ
の
大
枠
を
維
持
し
て
自
ら
の
経
典
に
組
み
込
ん
だ
の
で
は
な

い
か
。〈
無
量
寿
経
〉
が
釈
尊
の
最
晩
年
、
し
か
も
入
滅
の
直
前
に

説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
た
め
に
。
そ
し
て
少
な
く
と

も
、
小
乗
〈
涅
槃
経
〉
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
、〈
無
量
寿
経
〉
は

釈
尊
が
入
滅
間
近
に
説
い
た
教
典
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

今
後
は
、
本
稿
で
指
摘
し
た
パ
ラ
レ
ル
が
二
経
の
関
係
を
裏
付
け

る
も
の
に
な
る
か
を
、
よ
り
詳
細
に
研
究
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

１　
〈
無
量
寿
経
〉
の
原
初
形
態
を
想
定
す
る
に
当
た
り
藤
田
宏
達

氏
は
「〈
無
量
寿
経
〉
の
諸
異
本
す
べ
て
を
比
較
対
照
し
、
原

②『
無
量
寿
経
』　

未
曾
瞻
覩
殊
妙
如
今
。

「
遊
行
経
」　　

自
我
得
侍
二
十
五
年
。
未
曾
見
佛
面
色
光
澤
。

　

先
に
あ
げ
た
『
無
量
寿
経
』
の
①
・
②
の
下
線
部
に
「
遊
行
経
」

は
ほ
ぼ
対
応
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
何
よ
り
も
注
意
を
払
わ
ね
ば
な

ら
な
い
の
は
、
釈
尊
の
神
々
し
い
姿
を
、
阿
難
が
初
め
て
目
撃
す
る

と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
点
を
、

両
経
の
構
造
の
一
致
と
し
て
捉
え
る
。

　

釈
尊
の
感
官
が
澄
み
渡
っ
て
い
る
と
い
う
表
現
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し

く
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
阿
難
が
初
め
て
目
撃
す
る

と
い
う
状
況
ま
で
同
一
と
な
る
と
、
果
た
し
て
珍
し
く
な
い
も
の
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
よ
り
大
き
な
状
況
や
そ
れ
が
説
か
れ
る
位
置
は
け
っ

し
て
類
似
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
文
脈
を
詳
細
に
検
討
し

て
も
、
両
者
が
同
一
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
無
量
寿
経
』
は
こ
の
状
況
を
経
典
の
説
き
出
し
と
し
て
設
定
し
、

「
遊
行
経
」
は
釈
尊
の
般
涅
槃
を
ほ
の
め
か
せ
る
状
況
に
結
び
付
け

て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
経
は
同
一
の
状
況
を
経
典
内
に

説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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則
と
し
て
各
異
本
に
共
通
の
部
分
を
抽
出
す
る
。
こ
の
部
分
は

〈
無
量
寿
経
〉
の
最
初
期
か
ら
成
立
し
た
も
の
と
見
な
し
て
よ

い
」（『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』p.172

）
と
言
う
。
氏
の
見

解
に
従
え
ば
無
量
寿
経
の
ど
の
異
本
に
も
通
じ
る
発
起
序
は
、

こ
の
経
典
の
原
初
形
態
か
ら
存
在
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

２　
『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
18
巻
１
号

３　

初
期
大
乗
仏
教
に
関
す
る
諸
研
究
に
つ
い
て
はSam

aw
adee 

CH
A

RO
EN

SRISET
「
大
乗
仏
教
起
源
説
の
問
題
を
め
ぐ
っ

て
―K

usana

朝
に
お
け
る
仏
教
を
中
心
と
し
て
―
」（
印
仏

研57-1

）
が
諸
説
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
お
り
便
利
で

あ
る
。

４　

正
蔵
一
二
巻p.266b-c

。
浄
土
宗
聖
典
一
巻pp.12-15

。
引
用

文
は
い
わ
ゆ
る
流
布
本
に
従
っ
た
。

５　
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』p.187

参
照
。

６　
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』p.326

参
照
。

７　

前
註
に
同
じ
。

８　
〈
無
量
寿
経
〉
の
諸
テ
キ
ス
ト
と
小
乗
〈
涅
槃
経
〉
の
諸
テ
キ

ス
ト
を
用
い
た
詳
細
な
考
察
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
す
つ
も
り

で
あ
る
。

９　
『
佛
説
長
阿
含
経
』
三
（
正
蔵
一
・p.19c

）
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「
中
国
佛
教
史
の
研
究
」（
法
蔵
館　

昭
和
四
五
年
刊
）

「
中
国
佛
教
思
想
史
の
研
究
」
―
中
国
民
衆
の
仏
教
受
容
―
（
平
樂

寺
書
店　

昭
和
五
四
年
刊
）

「
中
国
佛
教
社
会
経
済
史
の
研
究
」（
平
樂
寺
書
店　

昭
和
五
八
年

刊
）

・
道
端
良
秀
論
文

「
唐
代
浄
土
教
徒
の
精
神
生
活
」（『
大
谷
学
報 

大
谷
大
学
大
谷
学

会
』68

（18-4

）

「
中
国
佛
教
に
於
け
る
奴
隷
出
家
の
問
題
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

早
稲
田
大
学
に
お
け
る
第
十
一
回
学
術
大
会
紀
要　

一
）

・
こ
の
他
に
左
記
の
著
書
・
論
文
を
参
照
し
た
。

・
先
行
研
究

　

善
導
の
思
想
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
膨
大
で
あ
る
が
、
唐
代
の

刑
法
「
唐
律
」
が
「
観
経
疏
」
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
の
研
究

は
少
な
い
。
し
か
し
中
国
仏
教
史
の
大
家
、
道
端
良
秀
博
士
の
数
々

の
著
書
に
は
関
連
す
る
言
及
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
著
書

論
文
を
挙
げ
て
参
考
に
資
し
た
い
。

・
道
端
良
秀
著
作
単
行
本

「
唐
代
佛
教
史
の
研
究
」（
法
蔵
館　

昭
和
五
六
年
刊　

初
版
昭
和
三

二
年
）

「
中
国
佛
教
史
」（
法
蔵
館　

昭
和
三
三
年
刊　

同
一
四
年
初
版
）

「
佛
教
と
儒
教
倫
理
」
― 

中
国
仏
教
に
お
け
る
孝
の
問
題 

―
（
平

樂
寺
書
店　

昭
和
四
三
年
刊
）

｢
唐
律｣

と
中
国
浄
土
教

―
善
導
教
学
に
見
る
「
実
存
主
義
」
的
思
想
―

稲　

岡　

正　

順
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命
線
で
あ
り
、
国
家
や
社
会
、
家
族
や
個
人
の
生
活
も
す
べ
て
こ
こ

に
集
約
さ
れ
、
そ
の
結
果
刑
法
で
あ
る
「
唐
律
」
を
定
め
る
に
至
っ

た
。
刑
法
の
目
的
で
あ
る
「
見
せ
し
め
」
の
た
め
、「
唐
律
」
に
は

多
く
の
残
虐
な
刑
罰
が
存
在
す
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
こ
の
唐
律

の
刑
罰
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
大
谷
旭
雄
氏
の
「
善
導
・

法
然
に
お
け
る
孝
道
論１

」
に
も
詳
し
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
我
々
日
本
人
は
「
孝
」
と
い
う
と
父
母
に
対
す
る
孝

養
の
み
を
考
え
る
が
、
中
国
哲
学
史
の
研
究
者
で
あ
る
加
地
伸
行
氏

は
著
書
「
儒
教
と
は
何
か２

」
で
次
の
よ
う
に
「
孝
」
に
つ
い
て
説
明

す
る
。招

魂
儀
礼
の
祭
祀
の
主
催
者
は
だ
れ
か
と
い
う
と
、
子
孫
で
あ

る
現
在
の
当
主
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
当
主
も
い
ず
れ
は
死
ん

で
祖
霊
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
祖
先
の
祭
祀
を
続
け
て
く
れ
る

一
族
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
子
孫
を
生
む
こ
と
が
必
要
と

な
る
。（
略
）
儒
教
は
、
こ
の
関
係
を
ば
ら
ば
ら
の
も
の
と
し

な
い
で
、
一
つ
の
も
の
と
し
て
統
合
す
る
。（
略
）
ふ
つ
う
、

孝
と
言
え
ば
、「
父
母
へ
の
敬
愛
」
だ
け
の
よ
う
に
考
え
や
す

い
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。「
祖
先
の
祭
祀
」、「
子
孫
を
生

む
こ
と
」、
こ
の
二
者
も
ま
た
孝
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
は
「
子
孫
を
生
む
こ
と
」
も
「
孝
」

牧
田
諦
亮
著
「
浄
土
仏
教
の
思
想 

五 

善
導
」（
講
談
社　

平
成
十

二
年
刊
）

藤
本
浄
彦
著
「
実
存
的
宗
教
論
の
研
究
」（
平
樂
寺
書
店　

平
成
一

一
年
刊　

昭
和
六
一
年
初
版
）

藤
本
浄
彦
著
「
法
然
浄
土
教
の
宗
教
思
想
」（
平
楽
寺
書
店　

平
成

二
〇
年
刊
）

福
永
光
司
著
「
荘
子
―
中
国
古
代
の
実
存
主
義
―
」（
中
公
新
書　

平
成
二
〇
年
刊　

昭
和
三
九
年
初
版
）

加
地
伸
行
著
「
沈
黙
の
宗
教
―
儒
教
」（
ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
99　

平
成
一
一
年
刊　

同
六
年
初
版
）

加
地
伸
行
著
「
儒
教
と
は
何
か
」（
中
公
新
書
９
８
９
）

大
谷
旭
雄
「
善
導
・
法
然
に
お
け
る
孝
道
論
」（
大
正
大
学
研
究
紀

要
第
七
〇
輯
）

●
「
唐
律
」
と
「
孝
思
想
」
に
つ
い
て　
　
　

　
「
唐
律
」
は
歴
代
の
律
を
集
大
成
し
た
刑
法
で
あ
り
、
儒
教
の

「
孝
思
想
」
が
そ
の
底
辺
に
あ
る
。
こ
の
刑
法
の
眼
目
は
、
第
一
に

家
族
制
度
の
護
持
、
第
二
は
階
級
制
度
の
維
持
で
あ
る
。
国
家
体
制

を
維
持
す
る
た
め
の
理
論
武
装
と
し
て
、
朝
廷
の
正
統
的
な
教
学
に

組
み
入
れ
ら
れ
た
儒
教
（
孝
思
想
）
は
、
中
国
の
朝
廷
に
と
っ
て
生
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●
実
存
主
義
と
は

　

実
存
主
義
を
概
略
的
に
記
す
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
敢
え
て
云
え

ば
「
人
間
の
本
来
的
な
あ
り
方
を
主
体
的
な
実
存
に
求
め
る
哲
学
的

立
場
」
と
云
え
る
。
実
存
主
義
思
想
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

① 

人
間
は
普
遍
的
な
本
質
論
な
ど
で
規
定
は
出
来
な
い
し
、
人
間
ら

し
さ
と
は
各
人
の
自
由
と
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

② 

人
間
の
身
分
、
階
級
、
種
族
な
ど
の
差
別
は
各
人
の
裁
量
に
よ
る

も
の
で
な
く
不
条
理
に
支
配
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

③ 

社
会
の
底
辺
で
、
ま
る
で
牛
馬
の
如
く
生
き
る
民
衆
の
「
根
源
的

無
の
状
況
」
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
り
、
そ
の
状
況
か
ら
脱
出
し
よ

う
と
す
る
主
体
性
が
発
動
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
人
間
精
神
を
高
め
る
の
は
こ
の
「
主
体
的
内
面
性
」
で
あ

る
と
し
、
超
越
者
（
神
・
仏
）
の
前
で
主
体
的
に
、
単
独
者
と
し
て

生
き
る
こ
と
を
「
宗
教
的
実
存
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
実
存
哲
学
」
が
定
着
す
る
の
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
、
Ｊ
・
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
（
一
九
〇
五
―
一
九
八
〇
）

に
お
い
て
で
あ
る
。
だ
か
ら
通
常
「
実
存
主
義
」
の
展
開
は
、
二
十

世
紀
中
葉
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
。

な
の
だ
か
ら
、
子
を
も
う
け
な
い
の
は
不
孝
で
あ
り
非
難
さ
れ
、

「
唐
律
」
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
唐
律
」
は
権
力

に
よ
る
生
活
規
制
で
も
あ
り
、
朝
廷
へ
の
「
従
属
生
活
」
を
強
い
る

と
い
う
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
。
こ
の
「
唐
律
」
の
下
で
苦
し
い
生
活

を
営
む
唐
代
の
民
衆
の
現
実
を
見
つ
め
、
衆
生
済
度
を
使
命
と
し
た

善
導
の
教
学
に
、「
唐
律
」
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
を
見
る
の

が
本
論
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
善
導
以
前
の
中
国
仏
教
者
は
民
衆
の
現

実
存

4

4

在
に
目
を
向
け
て
、
そ
の
悪
や
苦
を
論
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

人
間
を
本
質
論
で
概
念
付
け
た
上
の
空
疎
な
観
念
論
に
終
始
し
、
決

し
て
向
下
的
な
菩
薩
道
に
結
び
付
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
善
導
の
人
間
を
見
る
目
は
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
本
質
論
で
は
な

く
、
千
差
万
別
で
あ
る
人
間
個
々
の
現
実
存
在
を
重
視
し
、
そ
の
上

で
万
民
を
救
済
す
る
教
義
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
唐
代
の
民
衆
の
現
実
存
在
は
刑
法
で
あ
る
「
唐
律
」
に
規
制

さ
れ
た
生
活
で
あ
っ
た
。「
唐
律
」
が
直
接
的
に
善
導
教
学
に
影
響

を
与
え
た
と
は
言
い
難
い
が
、
善
導
の
衆
生
済
度
の
思
想
は
民
衆
の

現
実
存
在
に
深
く
関
わ
り
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
現
実
存

4

4

在
と
は
、
次
に
述
べ
る
「
実
存
主
義
」
思
想
に
お
け
る
「
人
間
の
捉

え
方
」
に
関
わ
る
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
と
云
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
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次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。

人
間
が
自
己
を
自
覚
し
、
自
己
の
自
由
な
生
き
方
を
問
題
と
す

る
場
合
に
、
古
代
や
中
世
や
近
代
と
い
う
区
別
が
ど
れ
ほ
ど
の

本
質
的
な
意
味
を
も
ち
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
代
社
会
の
自

由
だ
け
が
本
質
的
で
、
そ
の
他
は
み
な
非
本
質
的
だ
と
い
う
の

は
、
近
代
人
の
勝
手
な
う
ぬ
ぼ
れ
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
ら
福
永
氏
の
数
々
の
論
考
は
、
西
欧
に
お
け
る
一
般
的
哲
学
概

念
と
し
て
の
実
存
主
義
を
、
普
遍
的
で
汎
時
代
的
な
概
念
と
し
て
敷

衍
す
る
も
の
で
あ
る
。
小
論
は
福
永
氏
の
論
考
を
元
に
、
紀
元
前
四

世
紀
の
古
代
中
国
の
荘
子
、
七
世
紀
の
唐
代
の
善
導
、
第
二
次
大
戦

後
（
二
十
世
紀
中
葉
）
の
西
欧
の
サ
ル
ト
ル
に
あ
る
共
通
性
を
「
極

限
状
況
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
通
し
て
見
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
十
三
世
紀
日
本
の
法
然
の
時
代
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
紙
数
の
制
約
上
今
後
の
研
究
課
題
と
す
る
。
な
お
、
法
然
の
思

想
に
お
け
る
実
存
主
義
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
藤
本
浄
彦
氏
の
「
法

然
浄
土
教
の
宗
教
思
想４

」
に
て
詳
細
に
論
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
特

記
し
た
い
。
実
存
主
義
思
想
と
善
導
の
教
学
と
は
直
接
的
に
干
渉
す

る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
善
導
の
「
凡
夫
説
」
は
民
衆
の
現
実
存

4

4

在
に
基
づ
い
た
人
間
観
が
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

だ
が
注
意
す
べ
き
は
、『
観
経
疏
』
に
在
る
民
衆
の
「
現
実
存
在

　

し
か
し
、
こ
こ
で
日
本
の
中
国
思
想
史
の
研
究
者
、
と
り
わ
け
老

荘
思
想
・
道
教
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
元
京
都
大
学
名
誉
教
授

だ
っ
た
福
永
光
司
著
「
荘
子
―
古
代
中
国
の
実
存
主
義
―３

」
に
お
け

る
著
者
の
主
張
に
注
目
し
た
い
。
福
永
氏
は
、
古
代
中
国
の
思
想
家

荘
周
（
荘
子
）
の
思
想
を
、
前
掲
書
に
お
い
て
す
る
ど
く
分
析
し
、

荘
周
の
思
想
と
西
欧
の
「
実
存
主
義
」
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
い

る
。
福
永
氏
は
そ
の
著
作
に
お
い
て
、
実
存
主
義
哲
学
が
ど
の
よ
う

な
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
を
詳
細
に
論
証
し
た
後
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

我
々
は
荘
周
の
哲
学
が
ま
た
こ
れ
と
類
似
し
た
精
神
的
風
土
の

上
に
立
ち
、
幾
つ
か
の
点
で
共
通
し
た
精
神
の
傾
向
性
を
示
し

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
荘
周
も
ま
た

前
四
世
紀
の
古
代
中
国
に
お
い
て
、
死
と
悲
惨
が
人
間
性
を
凌

辱
し
圧
殺
し
て
ゆ
く
絶
望
的
な
歴
史
的
現
実
の
中
に
生
き
て
い

た
。

こ
の
よ
う
に
福
永
氏
は
二
〇
世
紀
中
頃
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
紀
元
前
四

世
紀
の
中
国
に
は
同
じ
よ
う
な
政
治
的
・
社
会
的
状
況
が
存
在
し
、

荘
周
も
ま
た
二
〇
世
紀
の
西
欧
人
と
同
様
な
人
間
性
の
喪
失
感
を
味

っ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
二
〇
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

中
国
戦
国
時
代
の
「
時
間
的
隔
絶
」
を
問
題
視
す
る
批
判
に
対
し
て
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「
超
克
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
一

方
で
は
、
中
国
仏
教
は
出
家
剃
髪
を
不
孝
と
す
る
「
儒
教
」
側
か
ら

の
批
判
に
対
し
、
仏
教
こ
そ
真
の
「
孝
」
を
説
く
教
え
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す
る
た
め
に
、
父
母
へ
の
報
恩
を
説
く
「
偽
経
」
を
編
纂
し

広
く
普
及
さ
せ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
善
導
の
叙

述
に
影
響
を
与
え
た
「
佛
説
父
母
恩
重
経
」
は
、
牧
田
氏
に
よ
れ
ば

「
主
権
者
の
意
に
副
わ
ん
と
し
た
」
偽
経
と
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
主
権
者
の
意
に
副
う
」
と
は
、
朝
廷
の
正
統
的
な
教
学
「
儒
教
＝

孝
思
想
」
を
擁
護
す
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
「
偽
経
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。

　

こ
の
他
に
も
『
観
経
疏
』「
序
分
義
」
に
は
、「
飢
饉
の
時
の
釈
尊

と
比
丘
に
よ
る
食
事
に
つ
い
て
の
問
答６

」
を
は
じ
め
と
し
て
多
数
存

在
す
る
。
ま
た
「
序
分
義
」
の
み
な
ら
ず
、「
般
舟
讃
」
や
「
法
事

讃
」
に
も
父
母
に
孝
養
し
な
い
も
の
は
地
獄
に
堕
す
と
い
う
説
示
が

多
く
あ
り
、
善
導
は
「
不
孝
父
母
」
を
強
く
戒
め
て
父
母
へ
の
孝
養

を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
善
導
の
「
朝
廷
を
擁
護
す
る
」
立
場
と
し
て
の
一
面
が
認

め
ら
れ
、
一
見
す
れ
ば
善
導
が
朝
廷
の
施
政
に
迎
合
し
、
民
衆
に
た

い
し
て
「
権
力
」
に
従
え
と
説
く
姿
勢
に
見
え
る
。
こ
れ
が
民
衆
を

解
放
し
よ
う
と
す
る
善
導
の
志
向
と
の
間
に
在
る
二
律
背
反
性
と
受

に
基
づ
い
た
人
間
観
」
と
、
同
じ
く
『
観
経
疏
』
内
に
多
く
見
ら
れ

る
「
孝
思
想
」
的
説
示
と
の
間
に
は
、
一
見
す
る
と
矛
盾
と
思
わ
れ

る
二
律
背
反
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
二
律
背
反
は

善
導
が
意
識
的
に
用
い
た
技
法
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

●
善
導
の
『
観
経
疏
』
に
見
る
「
孝
思
想
」
の
例

　

ま
ず
『
観
経
疏
』
に
お
け
る
善
導
の
「
孝
」
論
を
見
る
こ
と
に
す

る
が
、
そ
れ
は
「
序
分
義
」
の
「
孝
養
父
母
」
の
解
釈
に
現
れ
る
。

こ
こ
に
は
中
国
で
現
れ
た
偽
経
「
佛
説
父
母
恩
重
経
」
が
引
か
れ
て

い
て
、
そ
こ
で
は
父
母
の
恩
の
重
さ
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
部
分

を
次
に
挙
げ
る
。

若
無
父
者
能
生
之
因
即
闕
。
若
無
母
者
所
生
之
縁
即
乖
。
若
二

人
倶
無
即
失
託
生
之
地
要
須
父
母
縁
具
方
有
受
身
之
處
。（
も

し
父
な
け
れ
ば
、
能
生
の
因
す
な
わ
ち
欠
け
る
で
あ
ろ
う
。
も

し
母
な
け
れ
ば
、
所
生
の
縁
す
な
わ
ち
そ
む
く
で
あ
ろ
う
。
も

し
二
人
が
と
も
に
な
け
れ
ば
託
生
の
と
こ
ろ
を
失
っ
て
、
身
を

受
け
る
道
理
が
な
い
。）

と
、
父
母
へ
の
報
恩
を
強
調
す
る
。
善
導
の
こ
の
説
示
に
は
重
要
な

要
素
が
あ
る
。
と
云
う
の
は
、
原
始
仏
教
に
お
い
て
は
、
煩
悩
の
根

源
と
し
て
の
渇
愛
や
、
肉
親
間
の
愛
情
を
意
味
す
る
恩
愛
な
ど
は
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善
導
の
著
作
「
五
部
九
巻
」
の
す
べ
て
が
能
化
の
為
の
も
の
で
な

く
、
凡
夫
＝
大
衆
の
為
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、「
玄
義
分
」
の

「
経
論
相
違
門
」
に
お
い
て
「
四
出
文
來
證
定
爲
凡
夫
不
爲
聖
人
」

（
四
つ
に
は
文
を
出
し
て
、
来
し
定
め
て
凡
夫
の
為
に
し
て
、
聖
人

の
為
に
せ
ざ
る
こ
と
を
證
す
）
と
し
て
い
る
こ
と
で
明
白
で
あ
る
。

こ
の
確
認
の
も
と
に
、
以
下
『
観
経
疏
』
に
お
け
る
善
導
の
実
存
的

思
想
の
う
ち
主
な
例
を
二
つ
挙
げ
る
。

①
『
厭
苦
縁
』
に
お
け
る
韋
提
希
夫
人
の
苦
悩
へ
の
対
し
方

善
導
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
「
言
自
絶
瓔
珞
者
。
此
明
夫
人
身
莊
瓔

珞
猶
愛
未
除
。
忽
見
如
來
羞
慚
自
絶
。
問
曰
。
云
何
自
絶
也
。」
に

つ
い
て
次
の
如
く
説
示
す
る
。

答
曰
。
夫
人
乃
是
貴
中
之
貴
。
尊
中
之
尊
。
身
四
威
儀
。
多
人

供
給
。
所
著
衣
服
皆
使
傍
人
今
既
見
佛
恥
愧
情
深
。
不
依
鉤
帶

頓
自
掣
卻
故
云
自
絶
也
。

ａ

言
舉
身
投
地
者
。
此
明
夫
人
内
心

感
結
怨
苦
難
堪
。
是
以
從
坐
踊
身
而
立
。
從
立
踊
身
投
地
。
此

乃
歎
恨
處
深
。
更
不
事
禮
拜
威
儀
也
。
言
號
泣
向
佛
者
。
此
明

夫
人
婉
轉
佛
前
悶
絶
號
哭
。
言
白
佛
已
下
此
明
夫
人
婉
轉
涕
哭

量
久
少
惺
。
始
正
身
威
儀
。
合
掌
白
佛
。

ｂ

我
自
一
生
已
來
未

曾
造
其
大
罪
。
未
審
。
宿
業
因
縁
有
何
殃
咎
而
與
此
兒
共
爲
母

子
。（
浄
全
二
巻p26b

）

け
取
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
善
導
は
「
序
分
義
」
に
お
い
て
は
、

朝
廷
に
背
き
徒
に
「
唐
律
」
に
違
反
す
る
行
為
の
虚
し
さ
と
不
毛
を

い
ま
し
め
、
後
の
「
散
善
義
」
に
お
い
て
、
自
己
の
「
主
体
的
内
面

性
」
を
保
ち
な
が
ら
超
越
者
（
神
・
仏
）
の
前
で
主
体
的
に
生
き
る

「
宗
教
的
実
存
」
に
民
衆
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
散
善
義
」
に
お
い
て
善
導
が
「
一
明
三
福
以
爲
正
因
。
二
明
九

品
以
爲
正
行
。」（
一
つ
に
三
福
を
以
て
正
因
と
為
す
を
明
し
、
二
つ

に
九
品
を
以
て
正
行
と
為
す
こ
と
を
明
す
）
と
断
言
し
て
い
る
こ
と

が
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。「
孝
思
想
」
そ
の
も
の
は
迫
害
に
直
結
す

る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
思
想
は
穏
や
か
な
道
徳
的
規
律
で
あ

ろ
う
。
大
衆
が
苦
と
す
る
の
は
、
国
家
体
制
の
維
持
を
目
的
と
す
る

「
唐
律
」
に
よ
る
苛
酷
な
刑
罰
で
あ
り
、
そ
れ
が
民
衆
の
現
実
存
在

を
形
成
す
る
と
善
導
は
受
け
止
め
る
。
善
導
は
『
観
経
疏
』
に
お
い

て
「
孝
思
想
」
を
勧
め
る
が
「
唐
律
」
の
刑
罰
ま
で
も
認
め
よ
と
は

説
い
て
い
な
い
。

　

大
衆
に
浸
透
し
て
い
た
「
孝
思
想
」
思
想
を
説
く
こ
と
は
、
自
ら

が
凡
夫
で
あ
る
こ
と
の
「
信
知
」
を
促
す
方
便
と
し
て
必
要
か
つ
有

要
な
の
で
あ
る
。

●
善
導
の
著
作
に
見
る
「
実
存
主
義
」
的
思
想
の
例　



─ 136 ─

導
の
認
識
は
、
極
め
て
実
存
主
義
的
で
あ
る
。

　

こ
の
凡
夫
韋
提
希
の
往
生
に
つ
い
て
は
、『
観
経
』
に
「
ほ
と
け

韋
提
希
に
告
げ
た
ま
は
く
。
汝
は
是
れ
凡
夫
に
し
て
、
心
想
羸
劣
な

り
」
と
説
示
さ
れ
、
後
の
『
得
益
分
』
に
お
い
て
は
「
皆
ま
さ
に
往

生
す
べ
し
。
彼
の
国
に
生
じ
を
は
り
な
ば
、
諸
佛
現
前
三
昧
を
得
む

と
記
し
た
ま
ふ
」
と
凡
夫
韋
提
希
の
往
生
を
印
可
し
て
い
る
。『
観

経
』
の
こ
の
経
文
は
善
導
の
「
凡
入
報
土
」
を
生
成
す
る
重
要
な
要

素
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
『
厭
苦
縁
』
に
お
け
る

善
導
の
説
示
は
、
深
心
釈
に
お
け
る
二
種
信
相
―
信
機
―
の
前
提
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

②
『
観
経
疏
』
深
心
釈
中
の
「
二
種
信
相
」
に
お
け
る
凡
夫
説

善
導
は
散
善
義
の
三
心
釈
に
お
い
て
次
の
、
い
わ
ゆ
る
「
二
種
信

相
」
の
説
を
提
示
し
て
い
る
。

一
者
決
定
深
信
自
身
現
是
罪
惡
生
死
凡
夫
曠
劫
已
來
常
没
常
流

轉
無
有
出
離
之
縁
二
者
決
定
深
信
彼
阿
彌
陀
佛
四
十
八
願
攝
受

衆
生
無
疑
無
慮
乘
彼
願
力
定
得
往
生

善
導
教
説
の
最
大
の
テ
ー
マ
と
も
云
え
る
こ
の
「
二
種
信
相
」
説
は
、

も
っ
と
も
「
実
存
主
義
」
的
で
あ
る
と
云
え
る
。
貧
困
、
服
従
、
差

別
、
不
自
由
と
い
う
実
存
の
中
に
い
る
自
己
の
主
体
と
は
何
か
。
そ

（
以
下
傍
線
部
書
き
下
し
）

ａ
挙
身
投
地
と
言
う
は
、
こ
れ
夫
人
、
内
心
感
結
し
て
、
怨
苦

堪
え
難
し
。
こ
こ
を
以
て
坐
よ
り
身
を
踊
ら
せ
て
立
ち
、
立
よ

り
身
を
踊
ら
せ
て
地
に
投
ず
る
こ
と
を
明
か
す
。
こ
れ
す
な
わ

ち
歎
恨
処
り
深
け
れ
ば
、
更
に
礼
拝
威
儀
を
事
と
せ
ざ
る
な
り
。

號
泣
向
仏
と
言
う
は
、
こ
れ
夫
人
、
仏
前
に
婉
転
し
て
、
悶
絶

號
哭
す
る
こ
と
を
明
か
す
。

ｂ
我
れ
一
生
よ
り
已
來
、
い
ま
だ
か
っ
て
そ
の
大
罪
を
造
ら
ず
。

不
審
し
宿
業
の
因
縁
何
の
殃
咎
有
っ
て
か
、
こ
の
児
と
、
と
も

に
母
子
と
為
る
や
と
い
う
こ
と
を
明
か
す
。

善
導
は
こ
の
よ
う
に
、
韋
提
希
夫
人
の
苦
悩
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、

夫
人
に
つ
い
て
の
視
線
は
冷
静
で
、
激
情
的
な
振
る
舞
い
や
、
身
辺

の
威
儀
は
す
べ
て
召
使
い
に
任
せ
て
い
る
貴
人
と
し
て
の
立
場
に
や

や
批
判
的
で
さ
え
あ
る
。

　

重
要
な
の
は
韋
提
希
の
す
べ
て
の
苦
悩
を
「
宿
業
因
縁
」
と
い
う

「
悪
」
の
相
（
因
果
応
報
）
を
以
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
自
身
で
選
択
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
る
自
身
の
生
き
様
、
不

条
理
に
支
配
さ
れ
た
人
生
、
そ
れ
を
運
命
的
に
生
き
る
凡
夫
で
あ
る

韋
提
希
夫
人
の
姿
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
貴
人
韋
提
希
も

大
衆
も
共
に
不
条
理
に
支
配
さ
れ
た
人
生
を
歩
ん
で
い
る
と
い
う
善
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は
自
ら
選
択
し
た
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
不
自
由
や
差
別
と
い
う

存
在
も
人
間
の
自
由
裁
量
に
よ
る
も
の
で
な
い
。
こ
の
不
条
理
が
支

配
し
て
い
る
人
間
の
現
実
に
注
目
す
る
「
実
存
主
義
」
的
思
考
と
、

善
導
の
思
想
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
。
大
乗
仏
教
運
動

が
勃
興
し
た
後
の
「
聖
道
門
」
の
世
界
で
も
、
人
間
を
画
一
的
な
本

質
論
で
概
念
化
し
よ
う
と
す
る
思
想
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
人
間
の
本
来
的
な
あ
り
方
を
、
人
間
の
主
体
的
な
実
存
に
求

め
る
哲
学
的
立
場
を
重
視
し
た
善
導
の
思
想
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
実
存
主
義
」
は
二
十
世
紀
の
西
欧
が
占
有
す
る
思
想
で
は

な
く
、
人
間
の
不
自
由
の
極
限
状
況
が
存
在
す
る
限
り
、
汎
時
代

的
・
地
域
的
に
在
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
善
導
の
時
代
の
民
衆
に
は
、

弱
者
の
悲
哀
と
苦
渋
、
戦
乱
と
飢
餓
な
ど
が
充
満
し
、
彼
ら
に
与
え

ら
れ
た
苛
酩
な
歴
史
的
現
実
は
「
苦
悩
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
善

導
は
こ
の
民
衆
の
置
か
れ
て
い
る
現
実
存
在
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。

そ
し
て
大
衆
と
共
に
苦
悩
し
、「
孝
思
想
」
の
も
と
で
生
き
る
こ
と

を
、
む
し
ろ
道
徳
的
な
も
と
し
て
許
容
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
「
凡

夫
」
と
し
て
の
自
ら
の
「
機
根
」
を
民
衆
と
共
有
し
た
と
云
え
る
。

こ
の
民
衆
に
た
い
す
る
視
線
と
慈
愛
こ
そ
、
善
導
の
民
衆
救
済
と
い

う
テ
ー
マ
を
貫
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

れ
は
、
自
ら
の
「
実
存
的
悪
」（
根
源
的
無
の
状
況
）
か
ら
超
克
し

得
な
い
で
い
る
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
自
己
に
内
在
す
る
「
宗
教
的

悪
」（
常
没
常
流
轉
無
有
出
離
之
縁
）
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
同
時

に
認
識
（
信
機
）
せ
よ
と
善
導
は
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間

実
存
の
極
限
状
況
か
ら
の
脱
出
を
仏
の
本
願
に
求
め
、
そ
の
救
い
を

全
的
（
無
疑
無
慮
）
に
信
じ
よ
う
で
は
な
い
か
（
信
法
）
と
相
い
勧

め
る
の
で
あ
る
。

　

善
導
は
、
私
自
身
も
現
に
あ
な
た
方
と
同
じ
罪
惡
生
死
の
凡
夫
で

あ
り
、
不
安
、
差
別
、
不
自
由
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
こ

れ
は
、
人
間
存
在
の
不
条
理
な
偶
然
性
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
そ
ん

な
不
自
由
や
恐
怖
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る
た
め
に
仏
の
本
願
に
乗

じ
て
「
定
得
往
生
」
す
る
こ
と
を
深
く
信
じ
よ
う
と
語
り
か
け
て
い

る
。
自
己
回
復
を
果
た
し
、
生
き
る
こ
と
の
無
意
味
感
や
挫
折
感
か

ら
解
放
さ
れ
た
、
意
志
的
な
生
き
方
を
選
択
す
る
人
々
の
念
仏
こ
そ

「
三
心
」
を
備
え
た
正
定
業
で
あ
る
。

●
む
す
び

以
上
、
善
導
と
民
衆
の
生
活
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
儒
教
、

特
に
「
孝
思
想
」
を
基
に
し
て
発
令
さ
れ
た
「
唐
律
」
が
民
衆
に
与

え
た
苦
悩
に
つ
い
て
見
た
。
そ
の
時
代
の
民
衆
が
身
を
置
い
た
現
実



─ 138 ─

　

⑤
現
存
し
た
特
定
の
個
人
の
名
を
標
し
た
も
の
、

　

⑥
療
病
迎
福
な
ど
の
た
め
の
単
な
る
迷
信
に
類
す
る
も
の

６　

浄
全
２
巻p30

上
「
然
佛
在
世
時
。
遇
値
時
年
飢
儉
」
以
下
。

註１　

大
谷
旭
雄
「
善
導
・
法
然
に
お
け
る
孝
道
論
」（
大
正
大
学
研

究
紀
要
第
七
〇
輯
）

２　

加
地
伸
行
著
「
儒
教
と
は
何
か
」（
中
公
新
書
９
８
９　

p19

）

３　

福
光
光
司
著
「
荘
子
―
中
国
古
代
の
実
存
主
義
―
」
中
公
新
書

36
（
中
央
公
論
社
）

福
永
光
司
氏
は
、
一
九
一
八
年
生
ま
れ
。
一
九
四
二
年
京
都
帝

国
大
学
文
学
部
哲
学
科
卒
、
東
京
大
学
文
学
部
教
授
、
京
都
大

学
人
文
科
学
研
究
所
所
長
な
ど
を
歴
任
。
二
〇
〇
一
年
十
二
月

逝
去
。
著
書
多
数
。
中
村
元
氏
ら
と
共
に
岩
波
仏
教
辞
典
を
編

纂
。

４　

藤
本
浄
彦
著
「
法
然
浄
土
教
の
宗
教
思
想
」
第
四
部 
法
然
浄

土
教
の
世
界
宗
教
的
普
遍
性p549

５　

牧
田
諦
亮
氏
の
「
疑
経
研
究
」
で
は
、
疑
経
を
分
類
し
て
次
の

六
種
を
挙
げ
て
い
る
。

　

①
主
権
者
の
意
に
副
わ
ん
と
し
た
も
の
、

　

②
主
権
者
の
施
政
を
批
到
し
た
も
の
、

　

③
中
國
伝
統
思
想
と
の
調
和
や
優
劣
を
考
慮
し
た
も
の
、

　

④
特
定
の
教
義
信
仰
を
鼓
吹
し
た
も
の
、
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補
完
資
料
と
し
て
用
い
た
。『
國
日
記
』
は
清
書
を
急
ぐ
当
局
の
施

策
も
あ
っ
て
か
記
載
省
略
が
多
く
、
他
資
料
で
の
補
足
に
頼
ら
な
け

れ
ば
事
態
が
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。『

⑤凶
事
帳
』
も

有
力
な
補
完
資
料
で
あ
る
。
反
対
に
従
来
補
足
に
用
い
た
『
御
用

格
』
は
、
安
政
以
降
の
記
事
が
な
い
た
め
対
象
外
と
し
た
。

　
「
万
延
以
降
」
の
下
限
は
、
資
料
が
存
在
す
る
明
治
四
年
に
取
り

た
か
っ
た
。
し
か
し
戊
辰
戦
争
が
始
ま
っ
た
慶
応
四
年
に
は
幕
府
の

治
世
に
否
定
的
な
記
述
が
出
始
め
、
職
制
も
変
わ
っ
て
一
律
に
は
扱

い
に
く
い
。『
國
日
記
』
が
存
在
す
る
慶
応
三
年
末
を
下
限
と
す
る

の
が
無
難
と
み
ら
れ
、
そ
の
期
間
の
特
徴
的
な
出
来
事
を
探
索
し
て

い
き
た
い
。

二　

正
覚
寺
後
住
問
題
後
日
談

　

強
引
な
裏
工
作
で

⑥安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
二
月
に
青
森
正
覚
寺

一　

基
礎
資
料
、
代
用
資
料
、
補
完
資
料

　

年
来
調
査
し
た
江
戸
時
代
の
青
森
県
西
部
（
旧
津
軽
領
）
の
浄
土

宗
諸
寺
院
の
動
向
に
つ
き
、
本
稿
で
は
万
延
（
一
八
六
〇
）
以
降
の

分
を
紹
介
す
る
。
基
礎
資
料
と
し
て
従
来
依
用
し
て
き
た
『

①弘
前
藩

庁
日
記
』（
以
下
『
國
日
記
』）
は
、

②元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
末
分

の
清
書
で
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
を
迎
え
て
い
る
。

作
業
ラ
イ
ン
が
一
本
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
慶
応
三
年
（
一
八
六

七
）
の
分
が
元
日
記
方
の
家
か
ら
未
製
本
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
結

果
的
に
慶
応
元
年
と
二
年
の
『
國
日
記
』
が
欠
本
と
な
る
が
、
こ
の

期
間
は
御
用
人
に
よ
る
『

③御
用
留
書
』
が
あ
り
、
目
線
は
い
く
ぶ
ん

異
な
る
も
の
の
藩
政
の
概
要
を
伝
え
て
い
る
。
欠
本
に
あ
た
る
二
年

間
の
分
は
、
こ
の
資
料
で
代
用
し
た
。

　

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
以
降
の
『

④寺
社
方
御
用
留
』
が
現
存
、

万
延
以
降
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
寺
院
の
動
向

遠　

藤　

聡　

明
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帳
』
で
は
「
文
久
元
酉
年
四
月
廿
六
日
奥
州
桑
折
観
音
寺
住
良
寅
祐

定
ト
良
光
和
尚
証
之
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
他
国
出
御
免
か
ら
ひ
と

月
で
、
ま
た
偽
名
で
他
領
の
住
職
に
な
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

三　

相
次
ぎ
止
ま
ぬ
下
転
、
禁
足

　

禁
足
は
正
規
の
量
刑
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
当
座
の
自
発
行
為
で

あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
軽
微
な
違
犯
に
対
す
る
罰
則
と
し
て
定
着
し
た
。

罪
状
に
よ
り
、
本
寺
や
僧
録
が
禁
足
伺
い
を
出
す
こ
と
も
慣
例
化
し

て
い
る
。
境
内
地
の
杉
の
無
断
伐
採
や
失
火
、
膏
薬
の
無
断
販
売
と

い
っ
た
過
誤
が
明
瞭
な
も
の
も
あ
る
が
「

⑫寺
内
不
取
締
之
儀
有
之
、

御
締
合
相
拘
候
」
の
よ
う
に
問
題
行
為
が
具
体
化
さ
れ
な
い
記
述
も

多
く
、
発
生
件
数
も
少
な
く
な
い
。
他
に
不
具
合
が
な
け
れ
ば
十
五

日
前
後
の
禁
足
で
済
ん
で
い
る
が
、
後
日
そ
の
取
り
沙
汰
に
よ
る
処

罰
追
加
の
例
も
あ
る
。

　

文
久
二
年
八
月
二
十
二
日
、
板
柳
大
善
寺
（
良
浄
順
導
）
が
失
火
、

禁
足
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。

⑬當
寺
昨
夜
四
ツ
時
頃
内
佛
線
香
ゟ
漏
火

ニ
相
成
庫
裏
并
本
堂
焼

失
仕
御
取
扱

ニ
相
成
奉
恐
入
候
依
之
禁
足
奉
伺
候

こ
れ
に
対
し
て
は
同
二
十
九
日
、

⑭（
前
略
）
尤
本
尊
焼
失
不
仕
尚
類
焼
等
無
御
座
候
旨
申
出
候
間
、

へ
入
山
し
た
良
聖
観
海
は
檀
中
の
離
反
に
あ
っ
て
問
題
と
な
り
、
三

年
後
に
寺
外
隠
居
の
処
分
が
下
さ
れ
た
。
前
住
龍
玄
と
そ
の
弟
子
序

玄
も
処
罰
を
受
け
て
い
る
。
同
年
末
に
大
赦
が
あ
っ
た
が
三
者
と
も

赦
免
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
三
月
、「

⑦此
度
限
他
国
出
之
儀
者
願
之

通
被
仰
付
候
旨
」
と
序
玄
の
他
国
出
禁
止
が
解
か
れ
、
さ
ら
に

⑧同
年

十
二
月
に
は
観
海
の
寺
外
隠
居
、
序
玄
の
寺
院
住
職
差
留
、
龍
玄
の

法
王
寺
預
他
出
差
留
が
い
ず
れ
も
赦
免
さ
れ
た
。
赦
免
の
理
由
は
悔

悛
の
情
と
年
数
の
経
過
で
あ
る
。
観
海
は
そ
の
翌
々
年
に
病
死
し
て

お
り
、
病
状
悪
化
へ
の
配
慮
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

序
玄
が
罪
に
問
わ
れ
た
の
は
正
覚
寺
後
住
問
題
の
本
山
へ
の
報
告

が
「

⑨御
領
法
を
茂
不
弁
不
恐
上
致
方
不
届
」
と
断
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
、

若
さ
と
正
義
感
に
溢
れ
た
行
為
が
勇
み
足
と
な
っ
た
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。
文
久
二
年
、
僧
録
貞
昌
寺
役
僧
で
あ
っ
た
同
人
は
「

⑩序
之

字
差
障
之
儀
御
座
候
而
龍
弁
と
改
名
」
す
る
。
そ
の
後
は
白
狐
寺

（
兼
帯
）
住
職
か
ら
西
福
寺
（
貞
昌
寺
門
内
）
に
転
じ
、
後
述
す
る

通
り
一
代
御
目
見
の
栄
誉
に
も
浴
し
て
い
る
。
明
治
五
年
に
は
因
縁

の
正
覚
寺
に
入
山
、
十
四
年
に
は
青
森
栄
町
の
阿
弥
陀
寺
を
開
山
し

た
。
没
年
齢
か
ら
の
逆
算
で
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
の
生
ま
れ

と
な
り
、
文
久
元
年
時
点
で
は
満
二
六
歳
で
あ
る
。『

⑪專
稱
寺
入
寺
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れ
た
が
、
こ
の
時
期
に
も
そ
の
種
の
恩
典
を
受
け
た
僧
が
い
る
。
ま

ず
文
久
三
年
、
白
狐
寺
（
龍
弁
）
と
徳
増
寺
（
聴
音
）
が

⑰浄
土
宗
法
定
式

ニ
而
修
学
登
并
諸
納
金
年
々
不
少
處
、
貞
昌
寺

誓
願
寺
名
代

ニ
而
專
稱
寺

エ
罷
登
減
少
向
嘆
願

ニ
及
往
古
ゟ
之
定

式
ニ

而
不
容
易
處
不
一
通
骨
折
、
夫
々
本
山
表
聞
届
相
済
御
国

益
ニ

相
成
候
旨
格
別
奇
特

ニ

付
、
格
段
之
以
御
沙
汰
金
三
百
疋

宛
被
下
置
、
同
僧
共
生
涯
年
頭
御
目
見
被　

仰
付
之

と
な
っ
た
。
相
手
が
本
山
と
は
言
え
、
俗
世
間
的
行
為
の
金
銭
交
渉

と
い
う
成
果
に
対
す
る
評
定
と
し
て
は
ど
う
か
。
多
々
実
績
を
積
ん

で
「

⑱常
々
行
状
宜
老
年
ま
て
寺
務
無
怠
相
勤
、
一
宗
之
規
鑑

ニ
も
相

成
」 

と
目
さ
れ
た
意
全
と
肩
を
並
べ
る
「
生
涯
年
頭
御
目
見
」
の
待

遇
は
、
評
価
が
高
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

元
治
元
年
、
曹
洞
宗
四
か
寺
と
西
福
寺
（
龍
弁
）
が
、「

⑲平
日
行

状
宜
寺
務
出
情
之
旨
奇
特

ニ
付
為
御
賞
」
と
し
て
銀
十
両
ま
た
は
七

両
が
下
さ
れ
た
。
こ
れ
も
本
来
は
当
然
の
行
為
で
、
格
別
褒
美
の
対

象
と
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。『
國
日
記
』
の
浄
土
宗
関
係
最

終
記
事
は
慶
応
三
年
の
、「

⑳徳
蔵
寺
周
導
儀
、
此
度
一
代
之
内
年
頭

御
目
見
被　

仰
付
候

ニ

付
（
下
略
）」
で
あ
る
。
同
人
は
こ
こ
ま
で

他
資
料
に
も
類
似
や
関
連
の
記
事
が
み
ら
れ
ず
、
何
が
ど
う
賞
賛
さ

れ
た
の
か
、
そ
の
行
跡
が
確
認
で
き
な
い
。

御
用
捨
ヲ
以
禁
足
旨
申
付
候

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
翌
月
に
事
態
は
変
わ
っ
て

⑮其
方
儀
常
々
行
状
不
嗜
僧
侶
不
似
合
甚
所
業
取
乱

し
候
旨
無
相

違
相
聞
得
、
外
々
御
締
合

ニ

相
拘
不
届

ニ

付
隠
居
之
上
法
類
エ

引
取
候
様
被
仰
付
之

の
裁
定
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
初
犯
は
禁
足
で
再
犯
は
よ
り
重
い
処
罰
と
い
っ
た
事
例
も

あ
る
。
文
久
三
年
、
西
光
寺
（
良
本
憐
栄
）
は
前
述
の
曖
昧
な
理
由

で
半
月
の
禁
足
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
は

⑯右
同
僧
儀
常
々
行
状
不
宜
平
生
過
酒
之
上
寺
務
緩
怠
、
殊

ニ
本

寺
不
法
之
仕
儀
有
之
旨
（
下
略
）

と
し
て
、
下
転
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
時
期
五
名
に
対
し
て
執
行
さ
れ
た
下
転
は
、
弘
化
二
年
（
一

八
四
五
）
に
本
覚
寺
良
底
寿
音
に
対
し
て
初
め
て
適
用
さ
れ
た
罰
則

で
あ
る
。
不
名
誉
な
刑
に
違
い
な
い
が
、
当
座
の
任
務
と
や
り
直
し

の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
の
で
温
情
判
決
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。

四　

僧
侶
個
人
へ
の
褒
賞

　

か
つ
て
文
政
か
ら
弘
化
に
か
け
て
、
良
皷
意
全
が
藩
主
か
ら
の
褒

賞
と
し
て
金
品
や
「
生
涯
年
頭
御
目
見
」
と
い
う
列
席
権
を
下
賜
さ
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其
儀
、
却
而
役
寺
之
威
権

ヲ

以
不
正
之
扱
向
有
之
、
殊

ニ

不
如

法
之
儀
有
之
趣
無
相
違
相
聞
得
不
埒

ニ
付

と
の
理
由
で
徳
蔵
寺
が
、「
格
段
之
御
沙
汰
ヲ
以
下
転
」
と
さ
れ
た
。

一
見
正
当
な
理
由
で
あ
る
が
、
同
人
が
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
元
々

の
理
由
は
「

㉓南
部
出
生

ニ
而
幼
年
よ
り
不
言
行
之
旨
相
聞
得
」
で
あ

る
。
他
領
の
者
に
防
衛
上
の
警
戒
心
ら
し
き
も
の
が
あ
っ
て
の
応
対

で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
根
底
に
横
た
わ
る
憎
悪
め
い
た
思

い
が
見
え
隠
れ
す
る
。

六　

特
別
法
要

　

こ
の
時
期
の
『
國
日
記
』
に
は
領
内
の
特
別
法
要
と
し
て
、
文
久

元
年
の
貞
昌
寺
の
栄
源
院
位
牌
所
屋
根
改
修
以
外
に
記
事
が
な
い
。

し
か
し
『
寺
社
方
御
用
留
』
に
は
貞
昌
寺
と
誓
願
寺
の
正
月
の
御
忌
、

十
月
の
十
夜
を
は
じ
め
、
貞
昌
寺
と
西
光
寺
の
五
穀
成
就
祈
祷
、
貞

昌
寺
と
白
狐
寺
の
御
霊
屋
や
稲
荷
宮
の
屋
根
修
復
、
西
光
寺
の
金
光

上
人
六
五
〇
回
遠
忌
、
諸
末
庵
の
百
万
遍
な
ど
、
種
々
の
特
別
法
要

が
記
録
さ
れ
る
。
文
久
二
年
の
照
蓮
庵
（
五
所
川
原
市
）
の
開
山
百

五
十
回
忌
国
家
安
全
武
運
長
久
心
経
一
千
部
読
誦
七
日
間
や
、
慶
応

二
年
の
龍
馬
山
観
音
堂
（
外
ケ
浜
町
）
の
堂
修
復
観
音
開
帳
七
日
間

は
、
在
方
末
庵
な
が
ら
こ
の
時
期
稀
な
堂
々
た
る
法
会
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
こ
の
時
期
に
は
、
事
例
と
し
て
は
少
な
い
な
が
ら
行
状
の

過
大
評
価
に
よ
る
褒
賞
が
な
さ
れ
て
い
る
。
僧
侶
と
し
て
当
然
の
こ

と
が
行
な
わ
れ
な
く
な
り
、
一
方
で
社
会
的
な
才
覚
が
期
待
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
一
代
御
目
見
に
つ
い
て

は
、
藩
主
と
資
格
者
が
対
面
す
る
寺
社
年
頭
礼
と
い
う
そ
の
実
体
も

名
誉
を
保
障
す
る
大
名
の
身
分
も
、
消
滅
直
前
の
時
期
で
あ
っ
た
。

五　

他
領
出
身
者
へ
の
冷
淡
な
対
応

　

他
領
か
ら
の
勧
進
や
六
十
六
部
等
を
領
内
に
入
れ
ぬ
よ
う
に
と
の

通
達
は
『
国
日
記
』
で
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
以
来
、
後
発
の

も
の
ほ
ど
対
象
者
を
増
し
つ
つ
以
後
た
び
た
び
出
さ
れ
た
。
こ
の
時

期
に
も
他
領
か
ら
五
組
の
僧
侶
が
「
宗
用
有
之
」
と
し
て
来
訪
し
た
。

止
宿
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
寺
院
か
ら
の
報
告
に
対
し
て
は
「

㉑宗
用

相
済
次
第
早
速
出
立
致
せ
候
様
」
が
恒
例
の
返
答
で
あ
り
、
た
い
て

い
そ
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
滞
在
中
に
病
気
に
な
っ
て

長
逗
留
、
中
に
は
三
週
間
も
湯
治
に
行
っ
て
い
た
例
す
ら
あ
っ
て
は

問
題
視
も
さ
れ
よ
う
。

　

領
内
在
住
の
他
領
出
身
者
も
、
査
問
の
場
合
は
差
別
さ
れ
た
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。
文
久
元
年
、

㉒其
方
儀
役
寺
迄
取
立

ニ

預
り

候
ニ

付
萬
端
心

ヲ

入
寺
務
可
致
所
無
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八　

お
わ
り
に

　

三
三
〇
九
冊
の
『
國
日
記
』、
天
明
年
代
分
の
検
討
を
棚
上
げ
に

し
て
い
る
が
ひ
と
ま
ず
終
点
に
到
達
し
た
。『
國
日
記
』
に
浄
土
宗

寺
院
の
動
向
を
探
る
作
業
は
か
つ
て
『
金
光
上
人
関
係
伝
承
資
料

集
』
編
集
の
補
助
的
に
始
め
た
も
の
で
、
江
戸
時
代
の
金
光
上
人
顕

彰
の
動
き
に
関
す
る
記
事
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

当
初
は
、
上
人
顕
彰
に
か
か
る
他
資
料
の
傍
証
と
し
て
『
國
日
記
』

を
用
い
た
。
し
か
し
文
化
年
間
の
良
皷
意
全
の
顕
著
な
活
動
以
外
に
、

ま
と
ま
っ
た
気
運
め
い
た
記
録
は
な
か
っ
た
。
散
発
的
に
み
ら
れ
た

上
人
の
遠
忌
法
要
、
ゆ
か
り
の
仏
像
の
秘
仏
化
や
開
帳
の
よ
う
な
で

き
ご
と
を
極
力
紹
介
し
て
き
た
の
は
こ
の
機
縁
に
よ
る
。

　

本
来
連
続
的
で
あ
る
歴
史
を
恣
意
的
に
輪
切
り
に
し
て
見
る
と
き

直
近
区
分
は
必
然
的
に
似
た
傾
向
を
示
す
が
、
今
回
は
直
前
の
嘉

永
・
安
政
期
と
特
徴
的
に
酷
似
し
て
い
た
。
弘
め
札
関
係
の
記
事
が

み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
が
難
し

い
。
万
延
元
年
か
ら
慶
応
三
年
と
い
う
検
討
対
象
の
区
分
自
体
が
割

り
算
の
「
余
り
」
的
な
も
の
で
独
立
扱
い
の
必
然
性
が
な
く
、
大
げ

さ
に
言
う
な
ら
江
戸
時
代
全
体
の
残
余
の
よ
う
な
印
象
す
ら
受
け
る
。

同
時
期
の
『
國
日
記
』
は
、
採
録
記
事
の
質
量
と
も
物
足
り
な
い
。

　

記
録
の
前
例
が
な
い
法
要
と
し
て
、
元
治
二
年
三
月
貞
昌
寺
の
安

国
院
殿
（
徳
川
家
康
）
遠
忌
と
、
慶
応
三
年
四
月
の
真
宗
に
よ
る
元

祖
聖
人
六
五
〇
回
遠
忌
（
正
蓮
寺
）
が
み
ら
れ
る
。

七　

終
焉
直
前
の
稲
荷
神
社
別
当
白
狐
寺

　

弘
前
新
寺
町
熊
谷
稲
荷
別
当
白
狐
寺
は
、
数
代
続
い
た
白
旗
派
の

法
脈
が
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
の
弟
子
の
逃
亡
に
よ
り
維
持
で

き
ず
、
以
後
名
越
派
僧
で
住
職
歴
が
な
い
、
も
し
く
は
ご
く
浅
い
者

が
「
兼
帯
」
す
る
と
の
名
目
で
、
何
と
か
法
燈
を
維
持
し
て
き
た
。

　

万
延
元
年
時
点
の
（
兼
帯
）
住
職
は
お
そ
ら
く
良
真
定
斟
で
あ
る

が
さ
し
た
る
事
績
は
な
く
病
養
の
う
え
死
去
、
良
本
憐
栄
が
一
年
ほ

ど
「
兼
帯
」
し
て
文
久
二
年
に
良
正
龍
弁
が
継
承
し
た
。
龍
弁
は
留

守
中
の
看
守
貞
存
の
杉
伐
採
不
備
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
稲
荷
本
宮
屋

根
の
修
復
や
前
述
の
本
山
と
の
交
渉
も
成
し
遂
げ
、
元
治
元
年
西
福

寺
に
転
住
す
る
。
後
住
は
貞
昌
寺
役
僧
で
あ
っ
た
、
浄
満
寺
良
仁
苗

山
弟
子
の
良
勝
慈
山
で
あ
る
。
ほ
ど
な
く
良
普
洲
山
に
継
承
さ
れ
同

人
の
転
住
に
よ
る
無
住
化
の
う
え
神
仏
分
離
の
結
果
、
稲
荷
の
神
体

を
貞
昌
寺
に
移
し
て
廃
寺
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
異
色

の
寺
院
に
つ
い
て
は
そ
の
特
徴
的
事
象
に
極
力
言
及
し
て
き
た
が
、

な
お
研
究
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
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⑨　
『
國
日
記
』
安
政
六
年
八
月
十
九
日
条
。

⑩　
『
寺
社
方
御
用
留
』
文
久
二
年
五
月
十
七
日
。

⑪　

吉
水
成
正
編
『
浄
土
宗
名
越
派
資
料
集
』
一
六
〇
頁
。

⑫　
『
凶
事
帳
』
文
久
三
年
四
月
十
七
日
。

⑬　
『
凶
事
帳
』
文
久
二
年
八
月
二
十
二
日
。

⑭　
『
凶
事
帳
』
文
久
二
年
八
月
二
十
九
日
。

⑮　
『
凶
事
帳
』
文
久
二
年
閏
八
月
二
十
六
日
。

⑯　
『
凶
事
帳
』
慶
応
二
年
六
月
二
十
四
日
。

⑰　
『
國
日
記
』
文
久
三
年
十
二
月
一
日
条
。

⑱　
『
國
日
記
』
弘
化
二
年
十
二
月
二
十
八
日
条
。

⑲　
『
國
日
記
』
元
治
元
年
十
二
月
十
八
日
条
。

⑳　
『
國
日
記
』
慶
応
三
年
十
月
二
十
一
日
条
。

㉑　
『
寺
社
方
御
用
留
』
万
延
元
年
六
月
二
十
九
日

㉒　
『
凶
事
帳
』
文
久
元
年
三
月
九
日
。

㉓　
『
凶
事
帳
』
文
久
元
年
三
月
八
日
。

こ
の
不
備
は
補
足
資
料
の
存
在
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
た
が
、
そ
の
充

実
し
た
内
容
に
助
け
ら
れ
、
迷
走
す
る
社
会
の
中
で
在
り
方
に
困
惑

す
る
か
の
よ
う
な
寺
院
の
諸
相
が
垣
間
見
ら
れ
た
。

　

前
述
の
金
光
上
人
顕
彰
気
運
の
傍
証
的
に
『
國
日
記
』
を
用
い
た

時
期
の
分
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
。
厖

大
な
関
連
資
料
を
有
す
る
天
明
年
代
、
今
回
の
時
期
に
続
行
す
る
神

仏
分
離
と
い
う
未
曽
有
の
改
革
が
断
行
さ
れ
た
明
治
初
期
な
ど
は
、

未
知
の
史
実
を
発
掘
で
き
そ
う
で
あ
る
。

註①　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

②　
『
弘
前
図
書
館
蔵
郷
土
史
文
献
解
題
』
に
よ
る

③　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

④　

正
規
の
資
料
名
は
寺
社
方
の
『
御
用
留
帳
』。　

弘
前
市
立
弘
前

図
書
館
蔵
。

⑤　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

⑥　
『
國
日
記
』
安
政
三
年
二
月
十
五
日
他
。
詳
細
は
『
佛
教
論
叢
』

五
三
号
拙
稿
参
照
。

⑦　
『
國
日
記
』
文
久
元
年
三
月
二
十
二
日
条
。

⑧　
『
國
日
記
』
文
久
元
年
十
二
月
十
九
日
条
。
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北
西
部
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
を
目
指
す
巡
礼
も
、

ス
ペ
イ
ン
人
は
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
か
ら
フ
ラ
ン
ス
を
通

り
、
ス
ペ
イ
ン
国
内
だ
け
で
も
約
八
〇
〇
キ
ロ
の
道
程
を
歩
く
巡
礼

者
で
活
況
を
呈
し
て
い
る
。

　

兵
役
や
納
税
と
い
っ
た
強
い
ら
れ
た
旅
で
は
な
く
、
個
人
の
自
由

な
意
志
に
よ
る
移
動
は
、
エ
ジ
プ
ト
へ
の
大
旅
行
を
試
み
た
ヘ
ロ
ド

ト
ス
や
、
布
教
と
い
う
使
命
か
ら
再
三
再
四
日
本
へ
の
渡
航
を
試
み

た
鑑
真
和
上
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
古
代
に
も
見
ら
れ
、
中
世

の
巡
礼
も
ま
た
、
名
目
上
で
あ
れ
深
い
信
仰
心
か
ら
で
あ
れ
、
個
人

の
自
由
な
意
志
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
自
由
意
志
で
移
動
す
る
人
々
の
量
的
拡
大
を
可
能
に
し

た
の
は
、
十
九
世
紀
の
産
業
革
命
に
由
来
し
、
制
度
的
に
自
由
な
移

動
を
認
め
る
近
代
社
会
の
存
在
が
前
提
に
な
る
。
近
代
の
成
立
に
よ

1
．
は
じ
め
に

　

こ
こ
近
年
の
傾
向
と
し
て
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
活
動
に
「
宗
教
的
な

も
の
」
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
日
本
の
場
合
は
、
中
高

年
の
み
な
ら
ず
、
若
い
世
代
に
も
四
国
八
十
八
カ
所
の
札
所
を
巡
礼

す
る
遍
路
が
一
大
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
一

泊
二
日
の
尼
僧
体
験
（
信
貴
山
玉
蔵
院
）、
宿
坊
宿
泊
、
ま
た
ク
ラ

ブ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
「
こ
こ
ろ
の
旅（
１
）」

の
よ
う
に
日
本
各
地
の
霊
場
や

仏
教
伝
来
に
関
わ
る
国
々
を
巡
る
商
品
を
提
供
す
る
旅
行
会
社
も
あ

る
。

　

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
よ
う
に
、
修
道
院
宿
泊
に
対
す
る
人

気
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
の
強
い
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
に
も
見
ら
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
全
盛
で
あ
っ
た
ス
ペ
イ
ン

宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム

―
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
巡
礼
か
ら
考
え
る
―

小　

川　

慈　

祐
（
小　

川　

祐　

子
）
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に
直
面
し
た
。
こ
の
時
期
フ
ラ
ン
コ
は
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
教
会
の
第
二

次
発
掘
調
査
を
開
始
さ
せ
、
聖
ヤ
コ
ブ
像
を
捧
持
し
た
宗
教
行
列
を

行
い
、
内
戦
で
分
断
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
の
政
治
と
社
会
を
統
合
す
る

象
徴
と
し
て
、
聖
ヤ
コ
ブ
を
利
用
し
た
。「
聖
ヤ
コ
ブ
の
年（
３
）」

に
あ

た
る
一
九
五
四
年
、
新
任
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
大
司
教
が
ガ
リ
シ
ア
出

身
の
フ
ラ
ン
コ
の
同
意
を
得
て
、
巡
礼
振
興
に
乗
り
出
す
が
、
フ
ラ

ン
コ
体
制
へ
の
批
判
も
手
伝
っ
て
七
〇
年
代
の
巡
礼
は
低
調
で
あ
っ

た
。

　

一
九
八
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
の
巡
礼
路（
４
）』

は
、

わ
ず
か
に
残
る
石
畳
の
く
ぼ
み
が
巡
礼
全
盛
期
の
往
時
を
物
語
り
、

棄
て
ら
れ
た
道
、
廃
墟
と
な
っ
た
村
の
か
つ
て
の
巡
礼
路
を
紹
介
し

て
い
る
。
そ
の
序
で
、「
中
世
人
の
心
理
と
信
仰
は
、
近
代
人
に
は

納
得
し
が
た
い
非
合
理
的
な
迷
妄
で
あ
り
、
容
易
に
理
解
で
き
な
い
。

（
中
略
）
物
欲
と
安
楽
を
求
め
る
現
代
人
に
は
、
こ
の
よ
う
な
巡
礼

は
何
の
意
味
も
な
か
ろ
う
が
…
（
以
下
省
略
）」
と
い
う
く
だ
り
が

あ
り
、
こ
の
時
期
巡
礼
が
全
く
か
え
り
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
様
子

が
伺
え
る
。

　

ま
た
、
一
九
八
四
年
の
「
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
路
の
観
光
学
的
考

察（
５
）」

と
い
う
論
文
で
は
、
巡
礼
路
が
私
有
地
と
な
っ
た
り
、
途
切
れ

た
り
し
て
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
が
、
周
辺
の
住
民
が
黄
色
の
ペ
ン
キ

っ
て
、
人
々
は
宗
教
上
の
理
由
が
な
く
て
も
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
可
能
に

な
っ
た
。
映
画
『
八
十
日
間
世
界
一
周
』（
一
九
五
六
年（
２
））

を
見
る

と
、
一
連
の
技
術
革
新
に
よ
っ
て
出
現
し
た
交
通
機
関
を
駆
使
し
て
、

世
界
各
地
を
主
に
植
民
地
の
国
々
を
中
心
と
し
て
訪
れ
、
ツ
ー
リ
ズ

ム
の
誕
生
を
謳
歌
し
て
い
る
。

　

宗
教
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
な
選
択
が
可
能
に
な
っ
た
ツ
ー
リ
ズ

ム
の
活
動
に
、
な
ぜ
「
宗
教
的
な
も
の
」
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
本

発
表
は
、
伝
統
が
途
絶
え
、
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
サ
ン
テ
ィ

ア
ゴ
巡
礼
が
活
況
を
呈
す
る
そ
の
背
景
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
取
り
巻

く
マ
ク
ロ
な
視
点
と
、
個
人
の
内
面
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
を
例

に
取
り
、
ミ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

２
．�

荒
廃
し
た
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ

巡
礼
路

　

フ
ラ
ン
コ
（
一
八
九
二
―
一
九
七
五
）
は
、
国
内
で
の
軍
部
と
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
支
持
に
加
え
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の

軍
事
援
助
を
得
て
ス
ペ
イ
ン
内
戦
（
一
九
三
六
―
三
九
）
に
勝
利
し

た
。
し
か
し
一
九
四
六
―
四
七
年
に
、
国
連
で
ス
ペ
イ
ン
排
斥
決
議

が
採
択
さ
れ
、
フ
ラ
ン
コ
の
ス
ペ
イ
ン
は
、
国
際
社
会
か
ら
の
孤
立

と
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
（
自
給
自
足
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
重
大
な
危
機
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か
っ
た
と
い
え
る
。

　

け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
で
今
日
の
巡
礼
ブ
ー
ム
は
説
明
で
き
な
い
。

表
―
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
一
九
八
二
年
の
「
聖
ヤ
コ
ブ
の
年
」、

当
時
の
ロ
ー
マ
教
皇
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
が
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・

デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
を
訪
れ
た
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
地
で
あ

る
こ
と
の
ア
ピ
ー
ル
で
あ
り
、
こ
れ
を
契
機
に
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼

に
訪
れ
る
人
が
増
加
し
始
め
た
と
い
わ
れ
る
。　

　

関
は
、
中
世
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
聖
と
俗
の
両
性
を
具
有
し
た
民
衆
運
動
と
し
て
、
そ
れ
は
相
互
に

分
断
さ
れ
た
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
断
片
社
会
を
、
共
通
の
信
仰
に
よ

り
『
下
か
ら
』
統
合
し
一
体
化
す
る
機
能
を
果
た
し
た（
６
）。」

こ
の
指

摘
は
、
現
代
の
巡
礼
ブ
ー
ム
を
考
察
す
る
際
に
も
有
効
な
視
点
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
教
育
文
化
総

局
は
、「
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
る
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
象
徴
」
と
位

置
づ
け
る
。

　

Ｅ
Ｕ
、
国
民
国
家
、
地
域
と
い
う
3
つ
の
行
政
主
体
が
並
存
し
、

一
つ
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
文
化
的
多
様
性
を
認

め
合
う
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
」
を
生
み
出
し
た
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市

民
」
概
念
の
誕
生
は
、
同
時
に
「
外
国
人
」
の
誕
生
で
も
あ
る
。
ア

で
矢
印
を
書
い
て
方
向
を
示
し
た
り
、
自
宅
の
入
り
口
や
国
道
の
公

的
な
標
識
に
看
板
を
下
げ
た
り
し
て
巡
礼
路
を
維
持
し
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
太
陽
と
ビ
ー
チ
」
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
な
い
内

面
の
豊
か
さ
や
身
体
の
解
放
を
求
め
る
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
も
目
を
向
け

よ
う
と
訴
え
か
け
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
巡
礼
路
を
歩
く
も
し
く

は
訪
れ
る
人
が
途
絶
え
て
い
た
。

　

発
表
者
は
、
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
七
年
に
か
け
て
ス
ペ
イ
ン

政
府
奨
学
金
を
得
て
サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
に
留
学
し
た
が
、
サ
ン
テ
ィ

ア
ゴ
巡
礼
に
つ
い
て
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
で
は
「
興
味
深
い
歴
史
的
な

事
実
」
で
は
あ
っ
て
も
、
実
際
に
巡
礼
を
行
う
と
い
う
話
は
ほ
と
ん

ど
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

３
．�

一
つ
に
な
ろ
う
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
：
マ
ク
ロ
の

視
点

　

一
九
九
三
年
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
路
は
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。

こ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
の
多
様
な
観
光
資
源
の
知
名
度
を
上
げ
る
た
め
、

世
界
遺
産
を
一
つ
の
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
活
用
す
る
観
光
戦
略
の
一
環

で
あ
る
。
実
際
ユ
ネ
ス
コ
や
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
資
金
援
助
を
受
け
、
巡
礼

路
や
宿
泊
施
設
の
整
備
が
進
み
、
道
に
迷
っ
た
り
、
宿
探
し
に
苦
労

す
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
効
果
も
大
き
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年 ヨーロッパ統合の動き サンティアゴ巡礼関連
1965 　 「聖ヤコブの年」巡礼者数 200 万人
1967 EC 発足（6 カ国） 　
1971 　 「聖ヤコブの年」
1973 第 1 次拡大 EC（9 カ国） 　
1976 　 「聖ヤコブの年」
1981 第 2 次拡大 EC（10 カ国） 　

1982 　 「聖ヤコブの年」巡礼者数 600 万人
ローマ教皇ヨハネ・パウロ２世サンティアゴ訪問

1986 第 3 次拡大 EC（12 カ国） 　

1993 EU 発足（12 カ国）
「聖ヤコブの年」
サンティアゴ巡礼路、世界遺産登録

「サンティアゴ巡礼路の友人の会」連盟結成
1995 EU 加盟国 15 カ国 　
1999 　 「聖ヤコブの年」巡礼者数 1100 万人
2002 ユーロ導入 　
2004 EU 加盟国 25 カ国 「聖ヤコブの年」
2007 EU 加盟国 27 カ国 　
2010 　 「聖ヤコブの年」
出典：�関哲行（2006）：『スペイン巡礼史―「地の果ての聖地」を辿る』、講談社現

代新書、p.8。

表―1　ヨーロッパ統合の動きとサンティアゴ巡礼路の変遷

ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
移
民
が
、
家
族
を
呼
び
寄
せ
、
定
住
化
が

進
む
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
移
民
の
半
数
近
く
は
イ
ス
ラ
ム
系
で
あ
る
。

共
通
の
社
会
空
間
の
中
で
の
複
数
民
族
集
団
の
共
存
が
問
題
と
な
っ

て
く
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
を

共
通
の
基
盤
と
す
る
一
つ
の
世
界
と
い
う
歴
史
文
化
的
概
念
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
）、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連

合
（
Ｅ
Ｕ
）
と
し
て
、
現
在
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、

一
つ
の
世
界
に
な
ろ
う
と
動
い
て
い
る
。
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政

治
・
社
会
的
状
況
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
か
ら
集
ま
る
巡
礼
者
に

「
現
代
の
レ
コ
ン
キ
ス
タ（
７
）」

と
い
う
役
回
り
を
さ
せ
て
い
な
い
と
断

言
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

４
．
個
人
の
内
面
的
な
動
機
：
ミ
ク
ロ
の
視
点

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
く
、
白
人
で
も
な
く
、

フ
ラ
ン
ス
語
を
し
っ
か
り
話
せ
な
い
」
者
に
も
市
民
権
を
与
え
て
よ

い
と
い
う
意
見
が
大
勢
を
占
め
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
」

と
い
う
条
件
が
、「
イ
ス
ラ
ム
教
徒
」
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
は
容

易
に
推
察
で
き
る
。
宗
教
と
人
種
の
相
違
は
、
国
家
内
部
の
「
他

者
」
を
排
斥
す
る
強
力
な
武
器
と
な
る（
８
）。

ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
系
住
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移
民
問
題
を
内
包
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
縮
図
の
よ
う
な
サ
ン
テ
ィ
ア

ゴ
巡
礼
ツ
ア
ー
は
、
途
中
有
色
人
種
で
あ
る
三
人
の
宿
泊
拒
否
な
ど

を
乗
り
越
え
て
、
全
員
で
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
に
到
着
す
る
。

５
．
ま
と
め

　

宗
教
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
な
選
択
が
可
能
に
な
っ
た
現
代
の
ツ

ー
リ
ズ
ム
が
、「
宗
教
的
な
も
の
」
に
関
心
を
寄
せ
る
と
い
う
こ
と

は
、
関
心
を
失
え
ば
ま
た
別
の
対
象
に
移
っ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。

　

宗
教
と
い
う
と
、
内
面
の
信
仰
と
い
う
問
題
に
目
が
行
き
が
ち
で

あ
る
が
、
歴
史
を
少
し
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
戸
籍
制
度
を
背
景
と

し
た
身
分
証
書
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
え
ば
洗
礼
証
明
書
が
出
生
届

と
な
り
、
婚
姻
証
書
と
埋
葬
証
書
も
、
教
区
司
祭
の
管
轄
下
に
あ
っ

た
。
日
本
の
場
合
も
、
江
戸
時
代
は
寺
請
制
度
に
よ
っ
て
婚
姻
・
旅

行
・
住
居
移
転
・
奉
公
な
ど
戸
籍
事
務
を
仏
教
寺
院
が
担
っ
た
。
一

七
八
九
年
に
始
ま
る
大
革
命
前
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
台
帳
に
登
録
さ
れ
な
い
の
で
、
子
ど
も
達

は
私
生
児
と
な
り
、
洗
礼
証
明
書
の
な
い
死
者
の
埋
葬
は
大
き
な
困

難
を
伴
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
合
法
的
な
差
別
を
受
け
、
社
会
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
は
じ
か
れ

た
存
在
で
あ
っ
た
。

民
に
対
す
る
襲
撃
事
件
は
日
本
の
新
聞
で
も
し
ば
し
ば
報
道
さ
れ
て

い
る
。

　

映
画
『
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
へ
の
道（
９
）』

は
、
遺
産
相
続
の
条
件
に
約

一
五
〇
〇
キ
ロ
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
路
を
歩
く
こ
と
を
課
せ
ら
れ

た
３
人
の
兄
姉
弟
が
、
巡
礼
ツ
ア
ー
に
参
加
す
る
。
同
行
者
に
は
、

好
き
な
女
の
子
が
参
加
す
る
と
い
う
の
で
追
い
か
け
て
き
た
ア
ラ
ブ

系
移
民
の
少
年
と
、
そ
の
少
年
に
「
メ
ッ
カ
巡
礼
」
と
騙
さ
れ
て
苦

し
い
家
計
の
中
か
ら
母
に
二
人
分
の
参
加
費
を
出
し
て
も
ら
っ
た
従

兄
弟
の
少
年
、
そ
し
て
生
活
の
た
め
に
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
を
し
て
い
る

３
人
の
ア
ラ
ブ
系
移
民
が
い
る
。

　

メ
ッ
カ
巡
礼
と
信
じ
込
ん
で
い
た
少
年
が
、
実
は
キ
リ
ス
ト
教
の

巡
礼
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
対
象
は
、「
イ
ス
ラ
ム
教
徒
殺
し
の
聖

人
」
で
あ
る
と
知
っ
て
驚
く
の
だ
が
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
メ
ッ
カ

だ
」
と
理
解
し
て
納
得
し
て
し
ま
う
。
彼
に
と
っ
て
は
異
な
る
宗
教

で
あ
っ
て
も
、
ツ
ア
ー
に
参
加
し
歩
き
続
け
る
こ
と
自
体
が
目
的
と

な
っ
て
い
く
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
中
で
生
ま
れ
、
生
活
し
、
教
育
を
受
け
る
移

民
二
世
や
三
世
と
、
親
世
代
と
の
間
に
、
異
教
徒
と
の
結
婚
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
自
立
を
求
め
る
女
性
な
ど
、
移
民
家
庭
内
で
断
絶
や
価

値
観
の
相
違
が
生
じ
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
る）
（（
（

。
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際
に
取
材
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
世
界
の
地
理
や
風
俗
に
関

す
る
資
料
を
丹
念
に
調
べ
て
現
地
の
情
景
描
写
を
行
い
、
ブ

ラ
ッ
ド
シ
ョ
ウ
の
時
刻
表
な
ど
を
参
考
に
、
机
上
で
旅
程
を

組
ん
だ
。
映
画
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
監
督
で
、

一
九
五
六
年
ア
メ
リ
カ
で
製
作
。
日
本
公
開
は
一
九
五
七
年
。

二
〇
〇
四
年
製
作
の
リ
メ
イ
ク
版
も
あ
る
。

（
３
）　

聖
ヤ
コ
ブ
の
祝
日
で
あ
る
七
月
二
五
日
が
日
曜
日
に
あ
た
る

年
を
「
聖
ヤ
コ
ブ
の
年
」
と
呼
び
、
そ
の
年
に
巡
礼
を
行
う

と
特
別
な
恩
寵
に
預
か
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
十
一
年
六
年

五
年
六
年
の
周
期
で
め
ぐ
る
。

（
４
）　

柳
宗
玄
（
一
九
八
〇
）：『
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
路
』、
講
談

社
、
一
～
二
四
ペ
ー
ジ
。
一
九
七
五
年
フ
ラ
ン
コ
の
死
に
よ

っ
て
、
独
裁
か
ら
民
主
化
へ
の
移
行
が
始
ま
る
。
政
治
的
に

は
一
九
七
八
年
に
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
急
速
に
民
主
化
が
進

行
す
る
が
、
経
済
的
に
成
長
し
発
展
す
る
以
前
の
特
に
疲
弊

し
た
農
村
部
の
姿
が
生
々
し
い
。

（
５
）　José�Luis�H

errera�

（1984

）�：Consideración�turística�
del�Cam

ino�de�Santiago,�E
studios T

urísticos,�N
o.84

，

pp.17-30.

（
６
）　

関
哲
行
（
二
〇
〇
四
）：「
巡
礼
と
観
光
」、
甚
野
尚
志
・
堀

　

宗
教
は
、
信
仰
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
社
会
の
制
度
に
深
く
関
与

し
、
近
代
に
な
っ
て
戸
籍
を
行
政
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
よ
う

や
く
信
教
の
自
由
と
呼
ぶ
に
価
す
る
信
仰
の
問
題
と
な
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
対
象
と
し
て
の｢

宗
教
的
な
も
の｣

は
、
現
代
社

会
に
お
け
る
人
間
と
宗
教
と
の
距
離
感
の
一
つ
の
表
象
と
と
ら
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
１
）　

近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
を
母
体
と
す
る
通
信
販
売
専
門
の
旅

行
代
理
店
。「
こ
こ
ろ
の
旅
」
は
、
一
九
八
五
年
に
販
売
が

始
ま
っ
た
。「
仏
像
特
集
」
と
い
う
商
品
も
あ
り
、
秘
仏
巡

り
、
特
別
拝
観
の
ツ
ア
ー
も
あ
る
。

（
２
）　

原
作
は
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ベ
ル
ヌ
（
一
八
二
八
―
一
九
〇
五
）

で
、
一
八
七
二
年
新
聞
連
載
、
一
八
七
三
年
刊
行
。
彼
は
、

「
ス
エ
ズ
運
河
を
利
用
す
る
と
八
十
日
間
で
世
界
一
周
が
で

き
る
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
雑
誌
記
事
に
着
想
を
得
た
。
一

八
七
二
年
に
は
、
既
に
ト
マ
ス
・
ク
ッ
ク
社
主
催
に
よ
る
世

界
一
周
ツ
ア
ー
が
行
わ
れ
て
お
り
、
彼
は
こ
れ
に
刺
激
さ
れ

て
こ
の
作
品
を
書
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ヌ
は
、
実
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に
た
つ
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
中
で
、
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
周
縁
化
さ
れ
た
者
と
し
て
も
っ
と
も
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク

な
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
か
ら
だ
。

引
用
・
参
考
文
献

（
１
）　

関
哲
行
（
二
〇
〇
六
）：『
ス
ペ
イ
ン
巡
礼
史
―
「
地
の
果
て

の
聖
地
」
を
辿
る
』、
講
談
社
現
代
新
書
、
三
七
ペ
ー
ジ
、

一
〇
七
～
一
〇
八
ペ
ー
ジ
。

（
２
）　

梶
田
孝
道
（
一
九
九
九
）：「
統
合
と
分
裂
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―

文
化
と
民
族
の
視
点
か
ら
―
」、
西
川
長
夫
・
宮
島
喬
編
、

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
文
化
・
民
族
問
題
』、
人
文
書
院
、
二

五
二
～
二
七
九
ペ
ー
ジ
。

越
宏
一
編
『
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
生
き
る
』、
東
京
大
学
出

版
会
、
二
六
九
～
二
八
六
ペ
ー
ジ
。

（
７
）　

レ
コ
ン
キ
ス
タ
と
は
、
七
一
一
年
に
イ
ス
ラ
ム
軍
の
侵
攻
を

受
け
た
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
土
地
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
奪
取
す

る
た
め
の
戦
争
で
、
一
四
九
二
年
に
完
了
す
る
。
十
一
世
紀

末
か
ら
十
三
世
紀
の
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
で

は
、
こ
の
レ
コ
ン
キ
ス
タ
が
十
字
軍
と
連
動
し
、
こ
の
時
期

が
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
最
盛
期
と
重
な
る
。
レ
コ
ン
キ
ス
タ

の
守
護
聖
人
が
聖
ヤ
コ
ブ
（
ス
ペ
イ
ン
名
：
サ
ン
テ
ィ
ア

ゴ
）
で
、
別
名
「
マ
タ
モ
ロ
ス
：
イ
ス
ラ
ム
教
徒
殺
し
」
で

あ
る
。

（
８
）　

工
藤
庸
子
（
二
〇
〇
七
）：『
宗
教
Vs.
国
家
―
フ
ラ
ン
ス
〈
政

教
分
離
〉
と
市
民
の
誕
生
』、
講
談
社
現
代
新
書
。

（
９
）　

監
督
・
脚
本
コ
リ
ー
ヌ
・
セ
ロ
ー
、
二
〇
〇
五
年
フ
ラ
ン
ス

製
作
。
日
本
公
開
二
〇
〇
七
年
。

（
10
）　

十
五
歳
の
女
子
中
学
生
の
ス
カ
ー
フ
事
件
は
、
親
に
強
制
さ

れ
た
場
合
は
別
と
し
て
、
移
民
系
ム
ス
リ
ム
の
若
い
女
性
と

い
う
二
重
三
重
に
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
存
在
の
彼
女
達
が
ス
カ
ー

フ
を
身
に
つ
け
る
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
が
政
教
分
離
を
許
さ
な

い
か
ら
で
は
な
く
、
政
教
分
離｢

ラ
イ
シ
テ｣

と
い
う
原
則
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う
と
し
て
き
た（
４
）。

　

他
に
「
弘
法
寺
」
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
記
事
に
以
下
の
も
の
が

あ
る
。

　

①�「
維
摩
經
義
疏
卷
第
一　

長
安
弘
法
寺
沙
門
吉
藏
撰
」

…
『
維
摩
経
義
疏
』
巻
第
一
（
５
）

　

②�「
毘
尼
討
要
序　

長
安
弘
法
寺　

釋
玄
惲
纂
」

…
『
毘
尼
討
要
』
巻
第
一
（
６
）

　
　

�「
同
鈔
數
義
一
卷　

分
六
卷
長
安
弘
法
寺
沙
門
釋
玄
暉
纂
云
云
」

�

…
永
超
『
東
域
伝
灯
目
録（
７
）』

　

ま
ず
、
①
は
隋
代
の
碩
学
と
し
て
有
名
な
三
論
宗
の
吉
蔵
（
五
四

九
―
六
二
三
）
で
あ
り
、
②
の
玄
惲
（
―
六
六
八
―
）
は
『
法
苑
珠

林
』
な
ど
の
著
作
の
あ
る
道
世
の
こ
と
で
あ
る
。
右
の
記
事
に
よ
る

と
両
者
と
も
弘
法
寺
に
居
住
し
た
よ
う
だ
が
、
伝
記
資
料
に
は
こ
れ

に
関
す
る
記
載
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
活
躍
年
代
か
ら
み

１
、
は
じ
め
に

　

迦
才
は
著
作
に
『
浄
土
論
』
三
巻
が
あ
る
こ
と
の
み
知
ら
れ
、
各

種
僧
伝
な
ど
に
そ
の
名
は
見
え
ず
事
蹟
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
著
書
で
あ
る
『
浄
土
論
』
の
冒
頭
に
「
帝
京
弘
法
寺　

釈
迦
才
撰
」
と
署
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
唐
代
初
期
の
長
安
の
弘
法

寺
に
住
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
弘
法
寺
は
武
徳
三
年
（
六
二

〇
）
に
正
平
公
李
安
遠
に
よ
っ
て
長
安
城
の
長
寿
坊
に
建
立
さ
れ
、

神
龍
元
年
（
七
〇
五
）
に
大
法
寺
へ
と
改
名
さ
れ
た（
１
）。

　

弘
法
寺
に
住
歴
の
あ
る
人
物
と
し
て
は
静
琳
（
五
五
四
―
六
四

〇
）
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
迦
才
と
の
関
係
は
不
明
だ
が
、
ほ
ぼ
同

時
期
に
弘
法
寺
に
住
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る（
２
）。

静
琳
は
当
時
の
長
安

仏
教
界
を
代
表
す
る
学
僧
と
も
広
く
交
流
が
あ
っ
た
た
め（
３
）、

従
来
の

研
究
に
お
い
て
は
静
琳
の
交
友
関
係
か
ら
迦
才
の
教
学
背
景
を
探
ろ

迦
才
『
浄
土
論
』
に
お
け
る
吉
蔵
の
影
響

工　

藤　

量　

導
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こ
れ
に
よ
る
と
『
維
摩
経
義
疏
』
は
吉
蔵
の
最
晩
年
の
著
作
と
し

て
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
既
述
し
た
と
お
り
、
弘
法

寺
は
武
徳
三
年
（
六
二
〇
）
の
建
立
で
あ
る
か
ら
、
弘
法
寺
へ
の
居

住
期
間
お
よ
び
『
維
摩
経
義
疏
』
の
成
立
は
六
二
〇
―
六
二
三
年
の

間
に
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
吉
蔵
が
最
後
に
住
し
た
と
さ
れ

る
延
興
寺
は
、
弘
法
寺
と
同
じ
長
寿
坊
の
隣
に
位
置
し
て
い
る
。
静

琳
の
伝
記
に
は
、

武
徳
三
年
。
正
平
公
李
安
遠
。
奏
造
弘
法
。
素
奉
崇
信
。
別
令

召
之
。
琳
立
意
離
縁
攝
慮
資
道
。
會
隋
末
壅
閉
唐
運
開
弘
。
白

歸
依
光
隆
是
慶
。
乃
削
繁
就
簡
。
惟
敷
中
論
爲
宗
。
餘
則
維

摩
・
起
信
。
權
機
屡
展
。（『
正
蔵
』
五
〇
、
五
九
〇
頁
下
）

弘
法
寺
に
移
り
住
ん
で
か
ら
は
、
と
く
に
『
中
論
』
の
講
究
に
力
を

注
ぎ
、
残
り
を
『
維
摩
経
』『
起
信
論
』
に
あ
て
た
と
い
う
。
そ
れ

ま
で
の
経
歴
の
な
か
で
「
華
厳
」「
楞
伽
」「
十
地
」「
唯
識
」「
摂

論
」
を
修
め
て
き
た
静
琳
が
突
如
と
し
て
「
中
論
」「
維
摩
経
」「
起

信
論
」
を
志
し
た
こ
と
は
、
吉
蔵
が
隣
寺
の
延
興
寺
に
居
し
て
い
た

こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
道
宣
『
続
高
僧
伝
』
の
「
吉
蔵

伝
」
に
は
、

武
徳
之
初
。
僧
過
繁
結
置
十
大
徳
。
綱
維
法
務
宛
從
初
議
。
居

其
一
焉
。
實
際
・
定
水
欽
仰
道
宗
。
兩
寺
連
請
延
而
住
止
遂
通

て
、
吉
蔵
は
お
そ
ら
く
迦
才
以
前
に
、
道
世
は
迦
才
よ
り
や
や
後
に

弘
法
寺
に
住
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

吉
蔵
が
弘
法
寺
に
住
し
た
と
す
る
記
事
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注

目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
あ
わ
せ
て
迦
才
の
教
学
に
対
す
る
吉
蔵
の

影
響
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
吉
蔵

が
迦
才
『
浄
土
論
』
へ
影
響
を
与
え
た
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
み

た
い
。

２
、
吉
蔵
の
弘
法
寺
居
住
の
可
能
性
に
つ
い
て

　

先
に
挙
げ
た
吉
蔵
『
維
摩
経
義
疏
』
の
著
述
年
時
お
よ
び
弘
法
寺

の
居
住
に
関
し
て
、
平
井
俊
榮
氏
に
よ
る
以
下
の
指
摘
が
あ
る
。

『
義
疏
』
に
は
「
長
安
弘
法
寺
沙
門
吉
蔵
撰
」
と
い
う
署
名
が

あ
る
。『
続
高
僧
伝
』
の
吉
蔵
伝
に
は
弘
法
寺
に
住
し
た
こ
と

に
は
何
も
関
説
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
寺
が
当
時
長
安
に
あ

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
道
宣
は
吉
蔵
が
武
徳
初
年
（
六
一

八
）
十
大
徳
の
一
人
に
撰
ば
れ
て
か
ら
実
際
寺
と
定
水
寺
に
、

さ
ら
に
延
興
寺
に
住
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
、
あ
る
い

は
そ
れ
以
前
、
弘
法
寺
に
住
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、『
義
疏
』
の
成
立
は
、
三
論
の
注
疏
と
な
ら
ん
で

大
業
年
中
（
六
〇
五
―
一
六
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か（
８
）。
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３
、�

吉
蔵
の
教
説
に
よ
る
影
響
（
１
）�

―
『
中
観
論
疏
』『
勝
鬘
宝
窟
』
の
影
響
―

　

迦
才
『
浄
土
論
』
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

有
滯
俗
公
子
。
問
淨
土
先
生
曰
。
蓋
聞
佛
教
沖
虚
。
語
言
路
斷
。

法
門
幽
簡
。
心
行
處
滅
。
此
則
言
語
出
自
妄
情
。
心
行
無
非
倒

想
。
今
乃
欲
寄
西
境
專
讚
彌
陀
。
路
斷
之
語
容
非
。
處
滅
之
言

罕
是
。
但
情
近
滯
未
達
大
方
。
請
扣
雷
門
。
發
斯
蟄
戸
。
然
域

内
非
穢
。
淨
自
是
心
。
注
想
西
方
。
曉
所
未
曉
。
十
方
咸
淨
。

偏
觖
一
隅
。
用
此
纒
情
。
願
爲
開
決
。（『
浄
全
』
六
、
六
二
八

頁
下
）

こ
こ
は
滞
俗
公
子
と
浄
土
先
生
な
る
架
空
の
人
物
が
登
場
す
る
場
面

で
あ
り
、
こ
の
後
に
本
題
の
問
答
が
は
じ
ま
る
。
ま
ず
、
滞
俗
公
子

が
こ
れ
ま
で
に
学
ん
で
き
た
仏
教
の
法
門
に
つ
い
て
語
り
、
そ
の
う

え
で
西
方
弥
陀
に
つ
い
て
教
え
て
欲
し
い
と
浄
土
先
生
に
請
う
て
い

る
。

　

さ
て
、
右
の
傍
線
部
の
内
容
に
つ
い
て
筆
者
は
こ
れ
ま
で
『
起
信

論
』
に
説
示
さ
れ
る
「
離
言
真
如
」
等
の
教
説
を
あ
て
て
読
み
解
く

べ
き
と
考
え
て
い
た）
（（
（

。
と
こ
ろ
が
、
今
回
、
吉
蔵
と
の
接
点
を
踏
ま

え
て
再
検
討
し
た
結
果
、
む
し
ろ
吉
蔵
の
論
書
に
影
響
さ
れ
た
部
分

受
雙
願
。
兩
以
居
之
。
齊
王
元
吉
。
久
揖
風
猷
親
承
師
範
。
又

屈
住
延
興
。
異
供
交
獻
。
藏
任
物
而
赴
。
不
滯
行
。（『
正
蔵
』

五
〇
、
五
一
四
頁
中
）

と
あ
り
、
武
徳
の
初
め
（
六
一
八
）
に
吉
蔵
が
十
大
徳（
９
）に

選
ば
れ
、

実
際
寺
と
定
水
寺
に
講
願
を
受
け
た
た
め
二
寺
と
も
に
止
住
し
、
そ

の
後
、
斉
王
元
吉
の
願
い
を
受
け
て
延
興
寺
に
住
し
た
と
伝
え
る
。

実
際
寺
と
定
水
寺
は
同
じ
天
平
坊
で
隣
り
合
っ
て
い
る
の
で
、
同
時

に
住
止
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
藏
任
物

而
赴
」
と
あ
る
か
ら
、
晩
年
も
招
聘
に
応
じ
て
活
発
に
動
き
回
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
晩
年
の
経
歴
か
ら
み
て
も
、
弘
法
寺
と

の
繋
が
り
は
充
分
に
考
え
得
る
。
位
置
関
係
か
ら
い
え
ば
、
延
興
寺

と
弘
法
寺
も
同
じ
長
寿
坊
で
隣
り
合
っ
て
お
り
、
同
時
に
住
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
も
し
弘
法
寺
に
居
住
し
た
と
す
れ
ば
、
吉
蔵
の

手
に
よ
る
数
多
く
の
著
書
や
多
数
の
大
乗
経
論
等
の
蔵
書
が
残
さ
れ

て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

次
節
以
降
で
は
、
迦
才
『
浄
土
論
』
と
吉
蔵
の
論
書
と
の
思
想
的

な
接
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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言
。
名
不
思
議
。
即
是
心
行
處
滅
。
言
語
道
斷
也
。
勝
鬘
於
無

名
相
中
。
爲
衆
生
故
。
以
假
名
相
寄
言
標
顯
。
故
名
爲
説
。

（『
正
蔵
』
三
七
、
二
七
頁
下
）

　

④�

別
就
常
倒
中
有
三
。
一
無
常
者
。
是
倒
所
迷
法
。
二
言
常
者
。

是
倒
所
建
立
。
三
言
想
者
。
是
倒
想
也
。
體
是
眞
見
。
通
名
説

想
。
又
無
爲
有
。
故
名
爲
想
。（『
正
蔵
』
三
七
、
七
七
頁
中
）

右
の
①
～
④
よ
り
、
迦
才
の
傍
線
部
の
一
節
に
あ
る
「
語
言
路
断

（
＝
言
語
道
断
）」「
心
行
処
滅
」「
出
自
妄
情
」「
倒
想
」
の
語
句
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
「
言
語
道
断
」「
心
行
処
滅
」
は
『
大
智
度
論
』
等
に
み
ら

れ
る
有
名
な
文
句
で
あ
り）
（（
（

、
真
理
は
深
遠
で
あ
っ
て
言
葉
で
言
い
表

す
こ
と
も
心
で
思
い
は
か
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
の
意
味
で
あ
る
。

こ
の
文
句
は
吉
蔵
の
著
作
中
に
頻
出
す
る
が）
（（
（

、
①
で
は
維
摩
居
士
の

一
黙
に
こ
れ
を
あ
て
、
③
で
は
諸
法
実
相
の
理
を
証
悟
・
相
応
す
る

と
い
う
『
勝
鬘
経
』
の
「
不
思
議
摂
受
正
法
」
と
い
う
語
句
に
相
当

さ
せ
て
い
る
。
次
に
「
出
自
妄
情
」
に
つ
い
て
は
、
②
に
言
説
は
多

く
虚
言
に
過
ぎ
ず
、
真
理
と
し
て
生
滅
は
な
い
は
ず
な
の
に
自
ら
の

妄
情
よ
り
生
滅
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
「
倒
想
」
に
つ
い
て

は
、
④
に
無
で
あ
る
は
ず
の
も
の
を
有
と
見
做
す
こ
と
が
倒
想
で
あ

る
と
い
い
、
②
の
後
半
部
に
も
同
内
容
が
説
か
れ
て
い
る
。

が
小
さ
く
な
い
と
判
断
し
た
。
こ
こ
で
は
『
中
観
論
疏
』
と
『
勝
鬘

宝
窟
』
を
取
り
上
げ
る
。

【
吉
蔵
『
中
観
論
疏
』】

　

①�

若
雜
世
俗
言
説
則
無
所
論
者
。
此
第
三
句
。
外
人
云
汝
心
既
不

受
。
口
何
意
言
口
遂
有
言
。
則
心
有
所
受
。
是
故
答
云
。
若
心

無
所
受
則
心
行
處
滅
。
若
口
無
所
言
則
語
言
道
斷
。
則
賓
主
杜

默
。
何
所
論
耶
。
今
諸
佛
菩
薩
出
世
。
正
欲
爲
物
論
於
正
道
。

若
不
隨
俗
言
者
。
則
不
得
論
道
也
。（『
正
蔵
』
四
二
、
九
六
頁

上
）」

　

②�

外
人
云
。
眼
見
有
世
出
世
一
切
法
。
云
何
言
説
破
耶
。
汝
口
璧

無
我
眼
見
有
。
寧
信
我
眼
見
爲
實
。
豈
用
口
虚
言
耶
。
下
半
呵

責
。
明
理
無
生
滅
。
生
滅
出
自
妄
情
。
上
來
以
窮
其
理
。
今
復

破
窮
理
之
言
。
汝
以
癡
妄
故
上
來
破
汝
癡
。
今
云
何
復
以
妄
見

爲
證
耶
。
攝
論
無
塵
並
皆
是
識
。
更
復
立
於
識
。
以
破
塵
故
云

似
根
識
似
塵
識
似
我
識
似
識
識
。
此
論
明
。
實
無
一
切
物
。
但

是
想
謂
有
耳
。（『
正
蔵
』
四
二
、
一
三
七
頁
中
）

【
吉
蔵
『
勝
鬘
宝
窟
』】

　

③�

此
名
爲
説
不
思
議
攝
受
正
法
。
實
相
之
理
爲
正
法
。
舊
云
。
顯

證
在
心
。
名
爲
攝
受
。
今
謂
録
法
在
心
爲
攝
。
如
法
領
證
爲
受
。

大
宗
猶
是
悟
解
於
理
。
與
理
相
應
名
攝
。
攝
受
之
徳
。
妙
出
心
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と
思
わ
れ
る
。
迦
才
と
吉
蔵
に
直
接
的
な
交
渉
が
あ
っ
た
か
は
定
か

で
な
い
が
、
少
な
く
と
も
弘
法
寺
と
い
う
環
境
に
よ
っ
て
吉
蔵
の
思

想
が
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。

４
、�

吉
蔵
の
教
説
に
よ
る
影
響
（
２
）�

―
『
勝
鬘
宝
窟
』
の
封
彊
説
の
影
響
―

　

迦
才
『
浄
土
論
』
の
第
一
章
「
定
土
体
性
」
に
次
の
よ
う
な
問
答

が
あ
る
。

問
曰
。
法
身
淨
土
。
理
遍
可
知
。
報
化
二
土
。
應
有
封
疆
。
西

方
既
具
有
報
化
土
。
據
何
文
證
。

答
曰
。
報
化
二
土
。
或
有
封
疆
。
或
無
封
疆
。
如
報
土
中
實
報

土
者
。
即
無
封
疆
。
謂
如
来
行
圓
八
萬
。
時
滿
三
僧
祇
。
二
教

獨
備
。
五
分
明
顯
。
相
窮
海
渧
。
好
盡
岳
塵
。
三
明
既
朗
。
二

智
双
照
。
其
猶
龍
吟
雲
應
虎
嘯
風
随
。
寧
得
以
殊
寶
飾
。
不
可

以
封
疆
限
。
此
土
唯
佛
自
矚
其
美
。
菩
薩
未
之
寓
目
也
。
事
報

土
者
。
謂
下
生
金
剛
之
柱
。
上
瑩
琉
璃
之
地
。
外
圍
七
寶
欄
楯
。

内
盈
八
徳
清
池
。
珠
寶
筏
於
翠
林
。
寶
網
絡
於
綺
殿
。
既
是
身

充
萬
徳
。
亦
乃
土
盈
衆
美
。
如
此
土
者
。
即
有
封
疆
也
。
化
土

之
中
。
據
大
悲
願
力
。
等
衆
生
界
。
無
所
不
遍
。
則
無
封
疆
。

若
據
身
爲
化
衆
生
。
新
新
生
世
。
數
數
涅
槃
。
則
有
封
疆
也
。

　

以
上
、『
浄
土
論
』
冒
頭
の
滞
俗
公
子
に
よ
る
一
節
と
吉
蔵
の
論

書
と
の
対
応
を
確
認
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
論
書
か
ら
の
影
響
も

否
定
し
得
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
言
語
道
断
」「
心
行
処
滅
」「
出

自
妄
情
」「
倒
想
」
と
い
っ
た
語
句
が
同
一
論
書
中
に
あ
ら
わ
れ
る

の
は
、
管
見
の
限
り
吉
蔵
の
著
作
を
お
い
て
他
に
な
い
よ
う
で
あ
る）
（（
（

。

　

迦
才
は
、
滞
俗
公
子
に
対
す
る
浄
土
先
生
の
返
答
の
な
か
で
、

但
聖
教
弘
規
。
位
階
八
萬
。
要
而
論
之
。
無
過
理
事
。
此
之
二

門
。
其
猶
車
有
兩
輪
鳥
有
二
翼
。
若
闕
其
一
則
不
能
沖
虚
遠
逝
。

如
起
信
論
。
有
止
觀
二
門
。
止
則
縁
理
。
觀
則
縁
事
。
如
未
達

此
二
。
則
搆
虚
生
滯
耳
。
而
語
斷
心
滅
者
理
也
。
期
西
念
佛
者

事
也
。（『
浄
全
』
六
、
六
二
八
頁
下
）

と
い
い
、「
理
＝
語
断
心
滅
」「
事
＝
西
期
念
仏
」
と
す
る
。
す
な
わ

ち
、
迦
才
は
大
乗
仏
教
の
教
え
を
理
事
に
分
け
た
う
ち
の
、
理
と
し

て
冒
頭
の
滞
俗
公
子
の
一
節
を
あ
て
、
事
と
し
て
浄
土
往
生
の
教
え

を
説
く
。『
浄
土
論
』
に
お
い
て
、
理
の
教
相
に
つ
い
て
言
及
が
あ

る
の
は
、
こ
の
滞
俗
公
子
と
浄
土
先
生
の
問
答
部
分
の
わ
ず
か
な
記

述
だ
け
で
あ
る
。
よ
っ
て
迦
才
が
想
定
す
る
阿
弥
陀
仏
信
仰
以
外
の

仏
教
思
想
は
滞
俗
公
子
の
一
節
、
す
な
わ
ち
「
言
語
道
断
」「
心
行

処
滅
」
を
理
想
と
す
る
仏
教
思
想
に
代
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
理
解
の
背
景
に
は
吉
蔵
の
教
説
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
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彼
佛
國
土
下
。
第
二
次
明
依
果
。
今
且
前
論
土
義
。
古
注
云
。

國
土
是
養
衆
生
封
疆
之
域
秤
也
。
以
理
推
驗
而
實
成
佛
者
。
則

不
必
待
乎
記
謚
。
既
以
權
記
。
引
於
庸
信
。
故
成
佛
必
云
封
疆

是
妙
。
然
封
疆
實
是
衆
生
惑
報
。
既
以
惑
盡
成
佛
。
佛
焉
得
有

惑
報
之
封
疆
哉
。
但
道
極
則
兼
化
物
。
故
示
居
惑
報
之
封
疆
耳
。

苟
得
摧
級
之
旨
解
亦
無
傷
於
佛
實
無
土
也
。
而
衆
生
惑
報
封
疆

復
劣
不
同
者
。
寔
由
資
善
有
濃
淡
。
煩
惑
有
厚
薄
也
。
若
惑
薄

善
濃
者
。
致
報
則
妙
。
惑
甚
善
微
者
。
報
必
穢
惡
。
經
論
備
明

也
。
所
以
授
淨
土
記
者
。
一
表
勝
鬘
心
淨
故
生
淨
土
。
二
欲
引

同
行
眷
屬
發
願
往
生
。（『
正
蔵
』
三
七
、
十
九
頁
中
）

こ
れ
は
『
勝
鬘
経
』
に
お
い
て
、
仏
が
勝
鬘
夫
人
に
受
記
を
授
け
る

場
面
を
注
釈
し
た
も
の
で
あ
り）
（（
（

、
以
上
の
内
容
か
ら
、
吉
蔵
は
「
封

彊
」
に
積
極
的
・
消
極
的
の
二
面
の
解
釈
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
す
な
わ
ち
、
積
極
的
な
側
面
と
し
て
は
衆
生
教
化
の
た
め
に

敢
え
て
仏
国
土
の
「
封
彊
」
を
設
け
る
こ
と
、
消
極
的
な
側
面
と
し

て
は
「
封
彊
」
が
衆
生
の
「
惑
報
」
と
同
義
で
あ
る
と
の
解
釈
で
あ

る
。
後
者
の
よ
う
な
解
釈
は
、
お
そ
ら
く
『
維
摩
経
』
の
心
浄
土
浄

説
な
ど
、
衆
生
心
と
浄
土
・
穢
土
の
対
応
を
説
く
唯
心
浄
土
的
な
発

想
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
吉
蔵
『
大
乗
玄
論
』
に
は
、

此
五
皆
是
衆
生
自
業
所
起
。
應
名
衆
生
土
。
但
佛
有
王
化
之
功
。

（『
浄
全
』
六
、
六
三
一
頁
上
）

こ
こ
で
は
「
封
彊
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
、
西
方
浄
土
の
領
域
・

分
限
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
迦
才
は
仏
土
論
と
し
て
四
土
説
を
採

用
し
て
い
る
た
め
、
以
下
の
よ
う
に
封
彊
の
有
無
が
配
さ
れ
る
。

　

・�

法
身
浄
土
…�
理
と
し
て
諸
方
に
遍
満
し
て
い
る
た
め
、
議
論
の

対
象
外

　

・
実
報
土　

…
封
彊
な
し

　

・
事
用
土　

…
封
彊
あ
り

　

・�

化
身
浄
土
…�

衆
生
化
益
の
面
（
封
彊
あ
り
）�

大
悲
願
力
の
面
（
封
彊
な
し
）

ち
な
み
に
、「
封
彊
」
と
は
、『
諸
橋
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
る
と
「
境

界
、
国
境
」
の
意
で
あ
り
、
名
畑
応
順
氏
は
「
彊
界
」「
彊
域
」、
望

月
信
亨
氏
は
「
方
位
彊
域
の
分
限
」
と
解
釈
し
て
い
る）
（（
（

。
こ
の
封
彊

に
関
す
る
議
論
は
、
一
般
的
な
中
国
浄
土
教
の
諸
師
（
曇
鸞
、
道
綽
、

善
導
、
懐
感
な
ど
）
に
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
議
論
は
仏
国
土
の
広

大
さ
（
＝
分
限
）
の
み
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ

う
で
は
な
い
。

　

吉
蔵
『
勝
鬘
宝
窟
』
に
は
、
仏
国
土
の
「
封
彊
」
に
関
す
る
比
較

的
ま
と
ま
っ
た
分
量
の
記
述
が
あ
り
、
そ
の
議
論
の
内
容
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
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結
論
か
ら
言
え
ば
、
迦
才
は
報
土
・
化
土
と
も
に
封
彊
の
有
無
の

両
面
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
吉
蔵
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

封
彊
に
は
惑
報
に
類
す
る
側
面
が
あ
る
か
ら
、
単
純
に
報
土
・
化
土

に
封
彊
あ
り
と
す
る
だ
け
で
こ
の
問
題
は
片
付
け
ら
れ
な
い
。
衆
生

摂
化
の
た
め
の
封
彊
は
あ
く
ま
で
仏
土
と
し
て
の
一
面
で
あ
り
、
本

来
的
に
は
報
土
・
化
土
と
も
に
「
封
彊
＝
惑
報
」
を
窮
尽
し
た
性
質

を
保
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
報
土
に

つ
い
て
は
仏
自
身
が
居
住
す
る
唯
仏
与
仏
の
境
地
で
あ
る
上
位
の
報

土
（
＝
実
報
土
）
を
説
き
、
化
土
に
つ
い
て
は
大
悲
願
力
の
面
か
ら

等
し
く
衆
生
界
に
遍
満
し
て
い
る
点
を
示
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
報
化

両
土
に
お
け
る
封
彊
の
絶
妙
な
る
一
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

５
、
結
論

　

こ
こ
ま
で
迦
才
『
浄
土
論
』
に
お
け
る
吉
蔵
の
影
響
に
つ
い
て
考

察
し
て
き
た
。
ま
ず
、
迦
才
が
居
し
た
と
さ
れ
る
弘
法
寺
に
吉
蔵
が

居
住
し
て
い
た
可
能
性
は
充
分
に
有
り
得
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
直
接
の
交
渉
な
ど
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
迦
才
は
吉

蔵
の
論
書
群
を
充
分
に
閲
覧
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
教
学
的
な
接
点
と
し
て
、『
中
観
論
疏
』
と
『
勝
鬘
宝
窟
』

故
名
佛
土
。
然
報
土
既
五
。
應
土
亦
然
。
報
據
衆
生
業
感
。
應

就
如
來
所
現
。
故
合
有
十
土
。（『
正
蔵
』
四
五
、
六
七
頁
上
）

と
い
い
、
五
種
の
浄
土
（
浄
・
不
浄
・
浄
不
浄
・
不
浄
浄
・
雑
土
）

を
立
て
る
が
、
こ
れ
は
衆
生
の
業
感
に
応
じ
て
仏
が
所
現
す
る
と
い

う
衆
生
と
仏
の
相
関
関
係
に
よ
っ
て
浄
土
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
実
に
は
衆
生
の
報
土
と
仏
の
応
土
に
そ
れ
ぞ
れ
五
土
が
あ
り
、

合
わ
せ
て
十
土
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
仏
国
土
の
封
彊
と

は
、
仏
が
衆
生
利
益
の
た
め
に
用
意
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

他
な
ら
ぬ
衆
生
自
身
の
業
感
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
吉
蔵
は
、
仏
国
土
の
封
彊
に
つ
い
て
、
仏

の
側
か
ら
は
積
極
的
な
面
を
説
き
、
衆
生
の
側
か
ら
は
消
極
的
な
面

を
明
か
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
吉
蔵
の
議
論
を
踏
ま
え
て
あ
ら
た
め
て
迦
才
の
説
示
を
見

直
し
て
み
た
い
。
問
い
に
「
報
化
二
土
。
應
有
封
疆
」
と
あ
り
、
報

土
と
化
土
に
封
彊
あ
り
と
す
る
こ
と
は
、
質
問
者
の
側
の
一
般
的
な

理
解
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
報
土
と
化
土
は
衆
生
摂

化
の
た
め
に
所
現
し
た
処
で
あ
る
か
ら
、
封
彊
は
両
土
に
お
い
て
不

可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
答
の
意
図
は
実
報
土
な

ら
び
に
化
身
浄
土
（
大
悲
願
力
の
面
）
に
封
彊
な
し
と
主
張
す
る
点

に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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『
華
厳
経
伝
記
』
で
は
、
智
儼
が
静
琳
の
も
と
で
仏
道
の
究
明
に
邁

進
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
迦
才
の
教
学
に
『
摂
大
乗
論
』
や

『
起
信
論
』
の
影
響
が
大
き
い
の
は
、
静
琳
自
身
の
幅
広
い
教
学
や

交
友
関
係
に
準
じ
た
弘
法
寺
の
環
境
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思

わ
れ
る
。
実
際
に
迦
才
が
提
唱
す
る
四
土
説
は
法
常
や
智
儼
等
の
説

と
近
似
し
て
お
り
、
他
に
も
智
儼
と
の
間
に
多
数
の
共
有
問
題
を
指

摘
で
き
る
。
迦
才
が
摂
論
学
派
に
属
し
た
と
推
定
さ
れ
る
所
以
で
あ

る
。『
摂
大
乗
論
』
や
『
起
信
論
』
を
中
心
的
に
研
究
し
た
グ
ル
ー

プ
で
あ
っ
た
地
論
・
摂
論
・
華
厳
学
派
等
の
教
説
は
、
迦
才
の
教
学

思
想
の
同
時
代
性
を
考
え
る
上
で
十
分
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

（
４
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
成
瀬
隆
純
「
弘
法
寺
釈
迦
才
考
」（
平
川

博
士
記
念
論
文
集
『
仏
教
思
想
の
諸
問
題
』
一
九
八
五
年
）、
同

「
迦
才
『
浄
土
論
』
成
立
考
」（『
印
仏
研
究
』
四
二
・
二
、
一
九
九

四
年
）
に
詳
し
い
論
及
が
あ
る
。

（
５
）　
『
正
蔵
』
三
八
、
九
〇
八
頁
下
。

（
６
）　
『
卍
続
蔵
』
四
四
、
三
〇
八
頁
上
。

（
７
）　
『
正
蔵
』
五
五
、
一
一
五
五
頁
中
。

（
８
）　

平
井
俊
榮
『
中
国
般
若
思
想
史
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
七
六
年
）

三
七
五
頁
。
ま
た
「
静
琳
は
習
禅
者
で
あ
る
が
、
法
朗
門
下
の
智
矩

の
弟
子
で
あ
り
、
三
論
系
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
長
安
時
代
の

の
教
説
の
影
響
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
吉
蔵
の
所
説
を
踏
ま
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
迦
才
の
教
説
内
容
を
多
面
的
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
指
摘
し
た
以
外
に
も
、
吉
蔵
『
観

経
疏
』
や
諸
著
作
に
み
ら
れ
る
多
様
な
仏
身
仏
土
説
な
ど
、
浄
土
教

に
関
連
し
た
迦
才
と
の
接
点
が
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
１
）　

小
野
勝
年
『
中
国
隋
唐�
長
安
・
寺
院
史
料
集
成
』
史
料
篇
（
法

蔵
館
、
一
九
八
九
年
）、
二
八
六
～
二
八
七
頁
。

（
２
）　
『
続
高
僧
伝
』
に
よ
る
と
、
静
琳
は
弘
法
寺
の
建
立
直
後
に
入
寺

し
、
貞
観
一
四
年
（
六
四
〇
）
に
同
寺
で
卒
し
た
と
あ
る
（『
正
蔵
』

五
〇
、
五
九
〇
頁
下
～
）。
迦
才
の
在
住
年
代
は
不
明
だ
が
、『
浄
土

論
』
に
貞
観
二
二
年
（
六
四
八
）
に
寂
し
た
と
さ
れ
る
姚
婆
の
記
事

を
伝
え
て
い
る
か
ら
、
六
五
〇
年
前
後
に
は
弘
法
寺
に
居
し
て
い
た

と
推
定
さ
れ
る
。

（
３
）　

静
琳
は
、
七
歳
で
出
家
し
て
後
、
各
地
を
遊
行
し
て
『
十
地
経
』

『
華
厳
経
』『
楞
伽
経
』『
摂
大
乗
論
』
等
を
学
び
、
自
ら
も
『
十
地

経
』『
摂
大
乗
論
』
を
講
じ
た
。
玄
琬
、
法
常
、
智
首
等
の
当
時
の

長
安
仏
教
界
を
代
表
す
る
学
僧
と
交
流
が
あ
り
、
と
く
に
摂
論
学
派

の
法
常
は
臨
終
時
に
立
ち
会
う
ほ
ど
親
密
な
関
係
で
あ
っ
た
。
ま
た
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（
13
）　CBET

A

電
子
佛
典
集
成�version2009

を
用
い
て
検
索
し
た
。

よ
っ
て
検
索
対
象
は
『
大
正
蔵
』（
一
―
五
五
、
八
五
巻
）、『
卍
続

蔵
』（
一
―
八
八
巻
）
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
出
自
妄
情
」
の
四
字

が
存
す
る
の
は
、
迦
才
『
浄
土
論
』
と
吉
蔵
『
中
観
論
疏
』『
勝
鬘

宝
窟
』
の
三
書
の
み
で
あ
る
。

（
14
）　

名
畑
応
順
『
迦
才
浄
土
論
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
五
五
年
）

五
九
頁
、
望
月
信
亨
『
中
国
浄
土
教
理
史
』（
法
蔵
館
、
一
九
四
二

年
）
一
六
七
頁
。

（
15
）　
『
正
蔵
』
一
二
、
二
一
七
頁
中
。

吉
蔵
が
こ
の
寺
に
遊
ん
だ
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る

（『
同
』
三
八
〇
頁
）。
他
に
も
静
琳
の
伝
記
を
紹
介
し
、
智
矩
の
弟

子
で
あ
る
点
か
ら
「
三
論
の
系
統
に
数
え
ら
れ
て
よ
い
人
で
あ
ろ

う
」
と
し
て
い
る
（『
同
』
三
〇
〇
頁
）。

（
９
）　

鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
』
五
（
東
京
大
学
出
版
、
一
九
九
四
）

二
二
一
～
二
二
二
頁
、
小
田
義
久
「
唐
初
の
十
大
徳
に
つ
い
て
」

（『
鷹
陵
史
学
』
五
、
一
九
七
九
年
）
な
ど
参
照
。

（
10
）　

拙
稿
「
迦
才
『
浄
土
論
』
に
お
け
る
実
践
行
体
系�

―
五
念
門
の

受
容
を
中
心
と
し
て
―
」（『
三
康
文
化
研
究
所
年
報
』
三
九
、
二
〇

〇
八
年
）。

（
11
）　
『
大
智
度
論
』（『
正
蔵
』
二
五
、
六
一
頁
中
、
七
一
頁
下
、
四
四

八
頁
下
）、『
金
剛
仙
論
』（『
正
蔵
』
二
五
、
八
一
八
頁
下
、
八
三
一

頁
上
、
八
四
〇
頁
下
）、『
仏
性
論
』（『
正
蔵
』
三
一
、
八
〇
一
頁

中
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
。

（
12
）　

吉
蔵
の
著
作
中
で
は
、『
法
華
義
疏
』（『
正
蔵
』
三
四
、
五
二
四

頁
中
）、『
涅
槃
経
遊
意
』（『
正
蔵
』
三
八
、
二
三
四
頁
下
）、『
浄
名

玄
論
』（『
正
蔵
』
八
六
八
頁
上
・
中
、
八
九
一
頁
上
）、『
十
二
門
論

疏
』（『
正
蔵
』
四
二
、
一
七
九
頁
中
）、『
大
乗
玄
論
』（『
正
蔵
』）、

『
百
論
序
疏
』（『
正
蔵
』
四
二
、
三
〇
一
頁
中
）、『
大
乗
玄
論
』

（『
正
蔵
』
四
五
、
六
二
頁
中
）
な
ど
数
多
く
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
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た
こ
ろ
か
ら
天
台
を
中
心
と
し
た
仏
教
が
広
が
っ
て
い
た
地
域
で
あ

っ
た
と
い
う
点
、
さ
ら
に
比
叡
山
の
寺
領
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な

い
地
域
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
、
聖
光
は
太
宰
府
系
諸
寺
に
属
す

る
天
台
僧
に
対
し
て
浄
土
教
の
教
義
を
伝
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
の
指
摘
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る１

。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
聖

光
の
教
学
の
中
に
、
こ
の
よ
う
に
天
台
僧
の
中
で
活
動
し
た
こ
と
を

裏
付
け
ら
れ
る
対
天
台
的
要
素
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目

的
で
あ
る
。
方
法
と
し
て
は
、
天
台
僧
が
有
し
て
い
た
『
法
華
経
』

を
中
心
と
す
る
教
義
を
前
に
、
聖
光
が
法
然
浄
土
教
で
所
依
の
経
典

と
さ
れ
る
浄
土
三
部
経
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
説
示
し
て
い
る
の
か

と
い
う
整
理
を
通
じ
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
本
稿
で
は
聖
光

の
著
作
の
中
、
唯
一
所
依
の
経
典
に
つ
い
て
深
く
論
じ
て
い
る
『
西

１
、
は
じ
め
に

　

聖
光
上
人
（
以
下
敬
称
略
）
の
思
想
の
特
徴
と
し
て
、
従
来
よ
り

他
の
人
師
の
説
に
対
応
す
る
た
め
に
説
か
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
菩
提
心
の
説
示
が
栂
尾
の
明
恵
の
説
に

対
す
る
反
論
で
あ
る
と
い
う
も
の
や
、『
授
手
印
』
に
見
ら
れ
る
い

わ
ゆ
る
「
三
邪
義
」
が
西
山
義
等
の
法
然
の
門
弟
系
統
の
人
師
に
対

す
る
批
判
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
説
は
明
恵

と
法
然
の
門
弟
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
対
天
台
宗
と

い
う
目
的
の
う
え
に
主
張
し
た
で
あ
ろ
う
聖
光
の
思
想
に
つ
い
て
指

摘
を
行
い
た
い
と
思
う
。

　

以
前
、
私
は
聖
光
の
活
躍
し
た
当
時
の
九
州
北
部
が
、
太
宰
府
を

中
心
と
す
る
諸
寺
院
が
寺
領
を
有
し
、
ま
た
最
澄
が
中
国
に
渡
航
し

聖
光
の
浄
土
教
思
想
に
見
ら
れ
る
対
他
宗
的
要
素
に
つ
い
て

─
三
部
経
の
扱
い
を
中
心
に
─

郡　

嶋　

昭　

示
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降
は
同
様
に
同
本
異
訳
の
経
典
間
で
問
題
と
な
る
点
に
つ
い
て
問
答

が
行
わ
れ
て
い
る３

。
こ
れ
ら
の
問
答
の
後
は

問
、
善
導
和
尚

ノ

意
、
正

ク

依
テ二

三
部
経

ニ一

立
ト
ハ
二

念
仏
宗

ヲ一

者
、 

何
レ
ノ

処
ニ

正
ク

釈
玉
フ
ヤ

乎４

。

と
い
う
善
導
が
三
部
の
経
典
を
選
び
出
し
た
そ
の
証
拠
は
ど
こ
に
記

さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
答
が
行
わ
れ
、
そ
れ
以
降
も
善
導
の
説

示
に
関
す
る
問
答
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る５

。
そ
の
後
は
『
阿
弥
陀

経
』
が
別
時
の
念
仏
を
説
く
経
で
あ
っ
て
正
依
の
経
典
に
す
る
の
は

い
か
が
な
も
の
か
と
い
う
問
い６

や
、『
大
寶
積
経
』
と
『
無
量
寿
経
』

の
本
願
文
の
関
係７

等
に
つ
い
て
問
答
を
行
っ
て
「
第
一　

浄
土
三
部

経
事
」
は
終
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
西
宗
要
』
の
冒
頭
で
は
、

善
導
が
三
部
の
経
典
を
選
定
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
同
本
異
訳
の
経

典
に
関
す
る
問
題
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

聖
光
は
『
西
宗
要
』
の
冒
頭
で
法
然
の
開
宗
し
た
浄
土
宗
は
善
導
が

選
定
し
た
三
部
の
経
典
を
根
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
答
の
内
容
か
ら
は
本
稿
で
論
じ

よ
う
と
し
て
い
る
対
天
台
と
い
う
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
で
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。

宗
要
』
の
説
示
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

２
、
善
導
の
三
部
経
選
定
に
関
す
る
問
答

　
『
西
宗
要
』
の
構
成
を
見
る
と
、
冒
頭
に
「
第
一　

浄
土
三
部
経

事
」
の
算
題
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
経
典
論
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
第
一
問
答
で

問
、
善
導
和
尚

ノ

意
、
立

テ
ゝ
二

浄
土
宗

ヲ一

明
シ
玉
ヘ
リ

二

往
生
極
楽

ノ

行
ヲ一

。

爾
者
引

テ二
何

ノ
経

ヲ一
為

シ二
本
経

ト一
立

ト二
浄
土
宗

ヲ一
可

キ
ヤ
レ

云
乎
。

答
、
善
導
和
尚

ノ
意
、
一
代
聖
教

ノ
中
、
定
明

セ
ル
二

往
生
浄
土

ヲ一
経

ヲ

引
キ
、
立

テ
ゝ

二

浄
土
一
宗

ヲ一
、
明

シ
玉
ヘ
リ

二

往
生

ノ

行
業

ヲ一
。
依
レ

之
ニ

見
ル
ニ

二

善
導
所
判

ノ

観
経

ノ

疏
ノ

第
四
巻

ヲ一
、
此
観
経
弥
陀
経
無
量

寿
経

ト
釈

シ
玉

ヘ
リ２

。

と
い
っ
て
、
善
導
が
一
代
聖
教
の
中
か
ら
『
観
経
』『
阿
弥
陀
経
』

『
無
量
寿
経
』
の
三
経
を
選
び
と
っ
て
浄
土
一
宗
を
立
て
ら
れ
た
こ

と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
問
答
を
見
る
と
、
次
の
問
答
で
は

大
阿
弥
陀
経

ト
、
無
量
清
浄
覚
経

ト

有
リレ

之
。
是

ヲ

不
レ

引
今
何

ソ

限
テ二

観
経
弥
陀
経
無
量
寿
経

ニ一
、
為

シ
玉
ヘ
ル
ヤ

二

一
宗

ノ
依
憑
ト一

乎
。

と
い
っ
て
、『
大
阿
弥
陀
経
』
や
『
平
等
覚
経
』
と
い
っ
た
異
訳
が

現
存
す
る
中
、
な
ぜ
三
経
に
限
っ
て
選
び
出
し
た
の
か
と
い
う
『
無

量
寿
経
』
の
異
訳
の
問
題
を
中
心
と
し
た
問
答
が
行
わ
れ
、
こ
れ
以
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不
ル二

証
誠
一
歟９

。

と
い
っ
て
、
法
然
上
人
の
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
『
観
経
』
と

『
無
量
寿
経
』
は
證
誠
さ
れ
な
い
と
い
う
説
と
、

二
ニ

、
可

カレ
有
歟
。
阿
弥
陀
経

ニ
ハ

念
仏
往
生
目
出

キ
故

ニ
有

リ二
証
誠
一。

故
ニ

観
経
寿
経

ニ
モ

亦
可
レ
有
二
証
誠
一
也11

。

と
い
う
『
阿
弥
陀
経
』
が
諸
仏
に
よ
っ
て
證
誠
さ
れ
て
い
る
の
な
ら

ば
、
同
じ
念
仏
往
生
を
説
く
『
観
経
』
と
『
無
量
寿
経
』
も
証
誠
さ

れ
て
い
る
と
い
う
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
続
い
て

弁
阿
西
国

ニ

下
リ

諸
ノ

経
蔵

ヲ

尋
ル
ニ

、
ム
ナ
カ
タ
ノ
社

ノ

一
切
経 

蔵
ニ

、
大
乗
荘
厳
経

ヲ
勘

ル
ニ

、
其

ノ
中
巻

ニ
十
方
恒
沙

ノ
諸
仏
出
二

広
長

ノ
舌
相

ヲ一
証
誠

シ
玉
フ
ノ

文
明

カ
ニ

有
レ
之11

。

と
い
っ
て
、
聖
光
自
ら
が
新
た
に
伝
わ
っ
た
『
無
量
寿
経
』
の
法
然

未
見
の
異
訳
『
大
乗
無
量
寿
荘
厳
経
』
に
諸
仏
證
誠
の
文
を
発
見
し

た
こ
と
を
主
張
し
、『
無
量
寿
経
』
も
諸
仏
が
証
誠
し
て
い
る
経
典

で
あ
る
こ
と
を
経
証
を
示
し
て
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
『
無
量
寿

経
』
が
諸
仏
の
証
誠
す
る
経
典
で
あ
る
と
す
る
主
張
は
聖
光
独
自
の

説
示
と
し
て
も
指
摘
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

〈
釈
迦
の
随
自
意
〉

　

次
に
「
第
七　

随
自
意
事
」
で
は
、
よ
り
明
確
な
天
台
に
対
す
る

３
、
三
部
経
の
正
当
性
を
主
張
す
る
問
答

　

冒
頭
の
「
第
一　

浄
土
三
部
経
事
」
に
続
い
て
「
第
二　

浄
土
論

事
」「
第
三　

一
向
専
修
事
」「
第
四　

専
雑
二
修
得
失
事
」「
第
五　

別
時
意
趣
事
」
と
主
題
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
続
い
て

「
第
六　

浄
土
本
経
證
誠
事
」「
第
七　

随
自
意
事
」「
第
八　

頓
教

一
乗
事
」
の
三
算
題
で
、
三
部
経
に
関
し
て
諸
仏
證
誠
の
経
典
、
釈

迦
の
随
自
意
、
頓
教
一
乗
で
あ
る
と
い
う
点
を
論
じ
て
い
る
。
以
下

こ
の
三
つ
の
主
題
に
つ
い
て
内
容
の
確
認
を
行
い
た
い
。

〈
諸
仏
の
證
誠
〉

ま
ず
、「
第
六　

浄
土
本
経
證
誠
事
」
で
は
冒
頭
で
、

問
、
善
導
和
尚

ハ
、
寿
経
観
経
弥
陀
経

ヲ
以

テ
、
一
向
専
修

ヲ
立

テ

給
ヘ
リ

。
爾

ハ
者
三
部
経
共

ニ
六
方
恒
沙

ノ
仏
、
成

玉
フ
ヤ

二

証
誠

ヲ一
乎
。

答
、云

　　

云
。８

と
い
い
、
三
部
経
全
て
が
六
方
諸
佛
に
よ
っ
て
證
誠
さ
れ
て
い
る
の

か
否
か
に
つ
い
て
問
答
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
、

法
然
上
人

ノ

義
ニ

有
リ二

二
義
一
。
先

ツ
、
観
経
双
巻
経

ニ
ハ

無
キ
カ
二

諸 

仏
ノ

証
誠
一

歟
。
其

ノ

故
ハ

弥
陀
経

ニ
ハ

一
向

ニ

念
仏
往
生

ヲ

説
玉
フ
カ 

故
ニ

有
リ二

証
誠
一。
観
経

ト

寿
経

ト
ニ
ハ

亦
雑
行

ヲ

説
玉
フ
カ

故
ニ

、
諸
仏 
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事
不
レ
同
也
。
…
中
略
…
善
導
御
意

ハ
常
途
通
漫

ノ
人
師

ノ
経
論

ヲ

勘
テ

所
ノレ

立
ル

廃
立

ニ
ハ

異
也
。故

ニ
諸
師

ハ
定
善

ヲ
深

ト
シ

、散
善

ヲ
浅

ト
ス

。

善
導

ハ
今
観
経
所
説

ノ
旨

ハ
、
以
二
念
仏
ヲ一

為
ニ
ハ
二

往
生

ノ一
、
深
善

ト
思

食
ス

也
。
非

ル二
念
仏

ニ一
定
散

ノ
諸
善

ハ
浅

ト
思
食

ス
也11

。

と
い
っ
て
善
導
の
説
示
は
天
台
宗
に
代
表
さ
れ
る
多
く
の
人
師
が
、

定
善
は
そ
の
功
深
く
、
散
善
は
浅
い
と
す
る
の
に
対
し
て
、
念
仏
往

生
を
深
い
と
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
か
ら
、
そ
の
立
場
は
根
本
的
に

違
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
天
台
の
教
義
で

説
か
れ
る
も
の
を
起
点
と
し
て
問
答
が
行
わ
れ
て
お
り
、
天
台
を
意

識
し
た
説
示
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

〈
頓
教
一
乗
〉

　

続
く
「
第
八　

頓
教
一
乗
事
」
で
は
明
確
に
天
台
や
華
厳
等
を
取

り
上
げ
た
問
答
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
問
答
で
は
、

問
、
善
導
和
尚

ハ
以
二
観
経

ノ
念
仏
往
生

ノ
説

ヲ一
、
約

シレ
教

ニ
約
レ
乗

ニ

釈
玉
フ

レ

之
ヲ

。爾
ハ

者
念
仏
修
行

ノ
人

ハ
是

レ
漸
頓
二
教

ニ
約

セ
ン

時
ハ

何
ン
ノ

教
、
一
乗
三
乗

ニ
約

セ
ン

時
ハ

何
ン
ノ

乗
ソ
ヤ

乎
。

答
、
約

ス
ル
レ

教
ニ

時
ハ

頓
教
約

ス
ル
レ

乗
ニ

時
ハ

一
乗

ト
ニ

釈
シ

給
ヘ
リ

。11

と
い
っ
て
、
善
導
の
意
に
よ
る
と
、『
観
経
』
の
念
仏
往
生
の
説
は

漸
頓
二
教
の
う
ち
頓
教
で
あ
り
、
一
乗
か
三
乗
か
を
論
ず
る
と
き
は

姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
冒
頭
の
問
答
で
は
、

問
、
善
導
和
尚

ハ
、
観
経

ニ
所

ノレ
明
定
散
二
門

ヲ
以

テ
随
自
意
随
他

意
ヲ

分
別

シ
玉
ヘ
リ

。
爾

ハ
者
以
二
何

ン
ノ

門
ヲ一

為
二
随
自
意

ト一
、
以
二
何

ン
ノ

門
ヲ一

為
ス
ル
ヤ

二

随
他
意

ト一
乎
。

答
、
以
二
散
善

ヲ一
為
二
随
自
意

ト一
。11

と
い
い
、
善
導
が
随
自
意
と
随
他
意
を
論
じ
て
い
る
が
、
何
を
随
自

と
し
何
を
随
他
と
す
る
の
か
と
問
い
、『
観
経
』
の
散
善
を
も
っ
て

随
自
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、

難
云
、
如

キ
ハ
二

天
台
宗

ノ一
、
二
乗
成
仏
久
遠
実
成

ヲ
以

テ
随
自
意

ト

名
ケ

、
四
十
余
年
末
顕
真
実

ノ
権
説

ヲ
以

テ
随
他
意

ト
名

ク
、
爾
前

ノ

浅
教
ヲ
云

ヒ二

随
他
意

ト一
、
法
華
甚
深

ノ

説
ヲ

云
二

随
自
意

ト一

也
。 

例
ス
ル
ニ

レ

之
ニ

全
ク

以
二

定
散
二
善

ヲ一

不
レ

可
レ

釈
ス二

随
自
随
他

ト
ハ

一

只
タ

無
請

ノ
説
有
請

ノ
説

ト
云

フ
ヘ
ケ
レ
。全

ク
不
レ
可
レ
云
二
随
自
随
他

ト
ハ

一

如
何11

。

と
い
い
、
善
導
が
『
観
経
』
の
散
善
を
随
自
意
と
し
て
い
る
こ
と
に

対
し
て
、
天
台
宗
で
は
『
法
華
経
』
を
随
自
意
と
し
、
そ
れ
以
前
の

四
十
余
年
の
間
に
説
か
れ
た
経
説
を
随
他
意
と
し
て
い
る
の
で
、
定

散
を
も
っ
て
随
自
と
随
他
を
論
ず
る
こ
と
は
い
か
が
な
も
の
か
と
い

う
問
題
提
起
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

答
、経
経
所
説

ノ
旨

ニ
任

テ
自
他

ハ
各ゝ
人
師
法
門

ノ
義
勢

ヲ
以

建
立

シ
玉
フ
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説
明
し
、
さ
ら
に
『
法
華
経
』
の
開
経
と
さ
れ
る
『
無
量
義
経
』
に

も
小
乗
に
止
ま
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
な
が
ら
小
乗
経
と
呼
ば
な
い

こ
と
を
例
と
し
て
こ
れ
を
退
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
ら

か
に
天
台
で
重
要
な
位
置
に
あ
る
『
無
量
義
経
』
の
説
を
取
り
上
げ

て
説
明
し
て
お
り
、
対
天
台
と
い
う
意
識
の
も
と
で
経
典
論
を
論
ず

る
に
は
と
て
も
効
果
的
な
説
示
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
、『
西
宗
要
』
前
半
部
の
構
成
の
特
色

　

以
上
の
整
理
の
結
果
、『
西
宗
要
』
で
は
ま
ず
冒
頭
で
、
善
導
の

意
は
浄
土
三
部
経
に
よ
っ
て
浄
土
教
を
説
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
提
示
し
、
続
い
て
行
を
中
心
と
し
た
基
本
的
な
項
目
を
提
示
し

た
後
に
、
そ
れ
ら
の
名
目
を
傍
証
す
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
特
に
冒
頭
の
経
典
論
に
対
し
て
は
今
回
整
理
し
た
よ
う
に
、

諸
仏
証
誠
、
釈
迦
の
随
自
意
、
頓
教
一
乗
と
い
う
点
か
ら
こ
れ
を
傍

証
し
て
お
り
、
し
か
も
『
西
宗
要
』
の
前
半
部
分
に
ま
と
ま
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
聖
光
の
意
識
が
ど
れ
だ
け
集
中
し
て
い
た
の
か
を
う

か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
聖
光
の
他
の
著
作
を
み
て
も
、『
授
手
印
』

や
『
三
心
要
集
』
は
行
と
心
と
に
重
点
を
置
い
た
限
定
的
な
説
示
で
、

そ
の
他
の
体
系
的
な
著
作
で
あ
る
『
念
仏
名
義
集
』『
名
目
問
答
』

『
徹
選
択
集
』
上
巻
は
ほ
ぼ
『
選
択
集
』
と
同
様
に
教
判
論
か
ら
説

一
乗
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
説
明
す
る
中
で
、

唐
土

ノ

人
師
、
或

ハ

向
ヒ二

経
蔵

ニ一
、
或

ハ

向
テ二

論
蔵

ニ一
、
是

ヲ

取
テ

我
カ

本
経
本
論

ト
ス
ル

時11

。

と
い
っ
て
、
こ
の
文
に
続
い
て
天
台
妙
楽
、
法
蔵
杜
順
、
嘉
祥
興
皇
、

善
無
畏
一
行
の
所
依
と
す
る
経
典
を
示
し
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
を
頓
教
一

乗
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
聖
光

は
、

而
ニ

今
大
経

ハ
寳
積
経
、
四
十
九
会

ノ
中

ノ
弥
陀
一
会
也
。
此

ノ
経

ノ

中
ニ

小
乗
声
聞

ノ
得
度

ア
リ

。依
レ
之
頻
婆
沙
羅
王

ハ
小
乗

ノ
不
還
果

ヲ

得
、
極
楽
浄
土

ニ
ハ

阿
羅
漢
果

ヲ
得

ル
人
若
干

ナ
ル
ヲ
ヤ

乎
。
若

シ
爾

ラ
ハ

不
レ
可
レ
云
二
頓
教

ト
ハ

一

。11

と
い
っ
て
、『
宝
積
経
』
に
頻
婆
娑
羅
王
が
小
乗
の
不
還
果
を
得
た

と
説
か
れ
て
い
る
と
し
て
、
善
導
の
説
に
不
審
と
思
わ
れ
る
点
を
指

摘
し
、決

定
姓

ノ

不
還

ノ

小
乗

ニ
ハ

非
ス

。
故

ニ

善
導

ハ

於
レ

小
ニ

不
レ

住
、
即

転
向

フ
ト

レ

大
ニ

釈
シ

給
ヘ
リ

。
彼

ノ
無
量
義
経

ニ
一
法
出
生

ノ
義

ヲ
説

キ
シ

間
タ

、
無
量
義
経

ニ
暫

ク
説

テ二
三
法
四
果
二
道
不
一

ト一
、
小
乗

ノ
果

ニ

蘇
息

セ
シ
カ

如
シ

。
然

ト
云

テ
無
量
義
経

ヲ
小
乗
経

ト
ハ

不
レ
言
、
是

レ
法

華
ノ

開
経
也
。11

と
い
い
、
善
導
は
小
乗
に
止
ま
ら
ず
後
に
転
向
し
て
大
乗
に
な
る
と
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研
究
の
視
点
か
ら
―
」（『
浄
土
学
』
第
四
五
輯
、
二
〇
〇
八

年
）

２　

浄
全
一
〇
・
一
二
九
頁
・
下

３　

浄
全
一
〇
・
一
三
〇
頁
・
上
～
一
三
二
頁
・
上

４　

浄
全
一
〇
・
一
三
二
頁
・
上

５　

浄
全
一
〇
・
一
三
二
頁
・
上
～
下

６　

尋
云
、
以
阿
弥
陀
経
浄
土
宗
為
依
憑
本
経
、
甚
以
無
謂
。
其
故

阿
弥
陀
経
者
是
別
時
念
仏
本
経
也
。
非
長
時
念
仏
本
経
然
一
宗

正
意
易
行
中
易
行
。
長
時
念
仏
以
、
為
本
別
時
念
仏
者
難
堪
行

也
（
浄
全
一
〇
・
一
三
五
頁
・
上
）

７　

尋
云
、
弥
陀
本
願
宝
積
経
中
幾
挙
乎
（
浄
全
一
〇
・
一
三
六

頁
・
下
）

８　

浄
全
一
〇
・
一
五
一
頁
・
下

９　

浄
全
一
〇
・
一
五
一
頁
・
下

10　

浄
全
一
〇
・
一
五
一
頁
・
下

11　

浄
全
一
〇
・
一
五
二
頁
・
上

12　

浄
全
一
〇
・
一
五
二
頁
・
下

13　

浄
全
一
〇
・
一
五
二
頁
・
下

14　

浄
全
一
〇
・
一
五
二
頁
・
下

15　

浄
全
一
〇
・
一
五
三
頁
・
中

示
が
始
ま
っ
て
お
り
、
経
典
論
か
ら
始
ま
る
『
西
宗
要
』
は
聖
光
が

独
自
に
構
成
し
た
も
の
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら

見
て
も
、
聖
光
は
ま
ず
経
典
論
を
論
じ
て
浄
土
三
部
経
に
関
す
る
問

題
を
解
決
し
た
か
っ
た
と
推
察
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５
、
お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、『
西
宗
要
』
の
前
半
部
で
経
典
論
が
論
じ
ら
れ

る
背
景
と
し
て
は
、
天
台
で
方
等
時
と
位
置
付
け
ら
れ
る
三
部
経
に

つ
い
て
そ
の
正
当
性
を
主
張
し
、
法
然
の
教
説
を
論
じ
る
基
盤
を
形

成
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

が
聖
光
自
ら
の
問
題
意
識
の
上
に
成
立
し
た
聖
光
教
学
の
独
自
性
を

な
す
も
の
と
し
て
も
指
摘
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ

れ
は
『
西
宗
要
』
が
門
弟
を
前
に
し
て
行
わ
れ
た
講
義
録
で
あ
る
と

い
う
文
献
的
性
格
も
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
本

稿
で
検
討
し
た
説
示
の
ほ
か
に
、『
西
宗
要
』
の
後
半
部
分
に
「
念

仏
仏
出
世
本
懐
」
の
説
示
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
対
天
台
的
要
素
は
他

に
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
さ
ら

に
検
討
を
行
い
た
い11

。

１　

拙
稿
「
平
安
末
鎌
倉
期
に
お
け
る
九
州
北
部
に
つ
い
て
―
聖
光
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16　

浄
全
一
〇
・
一
五
四
頁
・
上

17　

浄
全
一
〇
・
一
五
四
頁
・
上

18　

浄
全
一
〇
・
一
五
四
頁
・
上
～
下

19　

本
発
表
の
内
容
は
自
信
教
人
信
会
主
催
の
勉
強
会
で
知
り
得
た

視
点
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
関
係
の
諸
師
に
は
こ

の
場
を
か
り
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
と
教
育
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
数

少
な
い
。
そ
の
上
、
実
際
に
宗
教
教
育
関
連
の
雑
誌
を
取
り
上
げ
た

研
究
は
管
見
の
限
り
皆
無
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
一
〇
年
の
文
部
次

官
通
牒
に
つ
い
て
の
先
行
研
究２

は
ど
れ
も
政
策
面
や
審
議
面
か
ら
の

研
究
で
あ
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
宗
教
教
育
の
議
論
が
さ
れ
て

き
た
か
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

２
．�

昭
和
前
期
ま
で
の
宗
教
と
教
育
に
関
す
る
政
策
と

そ
の
背
景

　

具
体
的
に
『
教
育
と
宗
教
』
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
か
を
見
る
前
に
、
同
誌
が
発
刊
さ
れ
た
時
代
の
背
景
を
概
観

し
て
お
く
。

明
治
三
二
年
に
私
立
学
校
令
と
と
も
に
出
さ
れ
た
文
部
省
訓
令
一
二

１
．
は
じ
め
に

　

日
本
に
お
け
る
宗
教
教
育
研
究
で
は
、
宗
教
教
育
を
、
宗
派
教
育
、

宗
教
知
識
教
育
、
宗
教
的
情
操
教
育
と
三
種
類
に
分
け
て
考
え
る
こ

と
が
多
い１

。
し
か
し
、
他
の
二
つ
と
比
べ
て
宗
教
的
情
操
教
育
は
現

在
に
お
い
て
も
様
々
な
解
釈
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
宗
教
的
情
操
」
に
つ
い
て
の
学
術
的
な
研
究
が
数
少
な
い
と
い
う

こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
雑
誌
『
教
育
と
宗

教
』（
教
育
と
宗
教
社
、
昭
和
四
年
～
昭
和
一
五
年
）
を
用
い
て
、

近
代
日
本
に
お
い
て
「
宗
教
的
情
操
」
が
い
か
に
語
ら
れ
た
の
か
を

考
察
す
る
。
同
誌
は
、
昭
和
一
〇
年
の
「
宗
教
的
情
操
ノ
涵
養
ニ
関

ス
ル
」
文
部
次
官
通
牒
を
経
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
前
後
の
言

説
の
比
較
が
可
能
で
あ
る
。

昭
和
前
期
に
お
け
る
「
宗
教
的
情
操
」
教
育

―
雑
誌
『
教
育
と
宗
教
』
か
ら
の
一
考
察
―

齋　

藤　

知　

明
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文
部
参
与
官
の
安
藤
正
純
か
ら
中
等
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
の
推

進
に
つ
い
て
の
方
針
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
国
民
精
神
の
涵
養

に
は
宗
教
に
よ
る
情
操
教
育
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
訓
令

一
二
号
を
廃
止
せ
ず
に
、
解
釈
を
広
く
と
っ
て
対
応
し
て
い
く
と
の

こ
と
が
述
べ
ら
れ
た８

。
こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
教
育
を
研
究
す
る
風

潮
と
、
宗
教
思
想
に
よ
る
教
育
効
果
を
期
待
す
る
高
ま
り
が
合
わ
さ

り
、
主
に
公
立
学
校
で
も
可
能
な
宗
教
教
育
を
研
究
・
推
進
す
る
動

き
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

３
．『
教
育
と
宗
教
』

３
．
１
．
特
徴

　
「
宗
教
的
情
操
」
の
涵
養
が
教
育
で
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
情
勢

か
ら
、
創
刊
年
の
前
年
で
あ
る
昭
和
三
年
よ
り
浄
土
宗
僧
侶
で
あ
り
、

教
育
学
を
教
え
て
い
た
大
村
桂
巖
が
中
心
と
な
っ
て
「
宗
教
教
育
研

究
会
」
を
作
り
、
月
一
回
の
研
究
会
を
行
っ
て
い
た11

。『
教
育
と
宗

教
』
は
、
こ
の
研
究
会
が
中
心
と
な
っ
て
作
ら
れ
た
月
刊
誌
で
あ
る
。

　

執
筆
陣
は
、
宗
教
学
者
や
仏
教
学
者
、
教
育
学
者
な
ど
の
知
識
人

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が11

、
他
に
も
、
私
立
の
学
校
の
教
員
や
、
大

学
生
、
仏
教
日
曜
学
校
、
日
本
仏
教
童
謡
協
会
な
ど
も
執
筆
し
て
お

り
、
昭
和
一
〇
年
代
に
な
る
と
、
陸
軍
省
新
聞
班
な
ど
も
寄
稿
し
て

号
「
一
般
ノ
教
育
ヲ
シ
テ
宗
教
外
ニ
特
立
セ
シ
ム
ル
ノ
件
」
に
よ
り
、

正
規
の
学
科
課
程
を
お
こ
な
う
全
て
の
学
校
で
宗
教
教
育
が
禁
じ
ら

れ
た
。
し
か
し
、
明
治
末
期
か
ら
、
資
本
主
義
の
急
激
な
展
開
に
よ

る
階
級
対
立
が
問
題
と
な
り
、
さ
ら
に
大
逆
事
件
が
起
こ
る
な
ど
、

教
育
勅
語
に
よ
る
国
民
道
徳
の
徹
底
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

数
々
の
国
家
主
導
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
統
制
の
試
み
が
お
こ
な

わ
れ
た３

。
そ
の
流
れ
の
な
か
で
、
政
府
が
国
民
道
徳
の
涵
養
の
た
め

に
宗
教
教
団
・
宗
教
者
を
政
治
的
に
利
用
し
よ
う
と
し
た４

。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
治
末
期
よ
り
、
宗
教
教
団
・
宗
教
者
と
政
府
が

国
民
道
徳
の
涵
養
を
目
的
と
し
て
接
近
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

大
正
期
に
入
る
と
、
自
由
主
義
・
人
道
主
義
的
な
思
想
の
高
ま
り
の

な
か
で
、
普
遍
性
や
高
い
精
神
性
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
宗
教
思

想
の
復
興
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
教
育
界
も
今

ま
で
の
画
一
的
な
学
校
教
育
に
対
抗
し
た
、
自
由
で
児
童
を
尊
重
す

る
教
育
の
研
究
や
実
践
が
数
多
く
お
こ
な
わ
れ
た５

。

　

昭
和
期
に
は
い
る
と
、
昭
和
二
年
に
は
帝
国
教
育
会
主
催
の
第
七

回
全
国
小
学
校
女
教
員
会
で
「
宗
教
的
信
念
の
基
礎
を
培
養
す
る６

」

決
議
を
は
じ
め
、
教
育
関
係
の
大
会
・
会
議
で
同
様
な
決
議
が
相
次

い
だ
。
昭
和
三
年
の
日
本
宗
教
大
会
教
育
部
会
で
は
訓
令
一
二
号
の

改
正
が
求
め
ら
れ
た７

。
そ
し
て
同
年
の
、
全
府
県
視
学
官
会
議
で
、
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操
」
を
育
む
か
と
い
う
方
法
論
な
ど
の
議
論
が
主
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
。

ⅰ
．
神
宮
皇
學
館
の
教
授
で
あ
っ
た
鶴
藤
幾
太
は
、「
宗
教
教
育
上

既
成
宗
教
の
価
値
」（
二
―
一
〇
、
昭
和
三
年
）
で
、
既
成
宗
教
に

よ
る
宗
教
教
育
で
は
な
ぜ
い
け
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
し

た
う
え
で
宗
教
的
情
操
の
重
要
性
を
論
じ
る
。

仮
令
宗
教
的
信
念
は
人
格
の
中
心
的
基
礎
的
要
素
を
な
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
完
全
円
満
な
る
人
格
は
其
中

心
の
周
囲
、
其
基
礎
の
上
に
、
該
博
深
奥
な
学
問
的
知
識
や
芸

術
的
趣
味
や
、
道
徳
的
実
行
力
や
経
済
的
独
立
能
力
を
含
有
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
宗
教
的
信
仰
さ
え
あ
れ
ば
、
知
識

も
趣
味
も
職
業
も
無
用
な
り
と
す
る
如
き
房
論
に
は
絶
対
に
賛

成
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
然
も
昔
の
殉
教
者
・
狂
信
者
は
斯

く
の
如
き
も
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

或
は
既
成
宗
教
か
ら
離
れ
た
一
般
普
通
の
宗
教
的
信
念
と
言

う
如
き
も
の
は
、
殉
教
的
精
神
や
宗
旨
狂
に
見
る
如
き
熱
情
を

欠
く
意
味
に
お
い
て
、
一
見
力
が
弱
い
様
に
見
え
る
か
も
知
ら

ぬ
。
然
し
な
が
ら
、
今
日
の
時
代
に
お
い
て
必
要
な
る
は
、
斯

か
る
熱
狂
的
の
感
情
の
力
で
は
な
く
し
て
、
例
え
ば
ス
ピ
ノ
ー

い
る
。

　

掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
の
種
類
は
、
宗
教
教
育
の
理
論
や
歴
史
な

ど
を
含
ん
だ
学
術
論
文
、
各
学
校
の
宗
教
教
育
の
実
践
紹
介
、
詩
や

随
筆
、
諸
外
国
の
宗
教
教
育
紹
介
、
そ
し
て
宗
教
界
の
時
事
な
ど
、

多
岐
に
及
ん
で
い
る
。
終
盤
に
は
、「
時
局
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が

目
に
つ
き
、
戦
争
に
つ
い
て
の
論
述
も
増
え
て
き
て
い
る
。

　

同
誌
は
、
太
平
洋
戦
争
に
突
入
す
る
昭
和
一
六
年
に
、
戦
争
遂
行

に
不
要
な
も
の
と
し
て
、
政
府
当
局
の
指
示
に
よ
り
廃
刊
さ
せ
ら
れ

た11

。
３
．
２
．
内
容

　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
「
宗
教
的
情
操
」
が
語
ら
れ
て
い
た
か

を
見
て
い
き
た
い
。
特
に
、
昭
和
一
〇
年
の
「
宗
教
的
情
操
ノ
涵
養

ニ
関
ス
ル
」
文
部
次
官
通
牒
を
境
に
ど
の
よ
う
に
言
説
が
変
化
し
た

か
を
以
下
に
見
て
い
く
。
な
お
、
括
弧
内
の
数
字
は
、（
巻
数
―
号

数
、
和
暦
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
１
）
昭
和
一
〇
年
以
前

　

創
刊
か
ら
昭
和
一
〇
年
ま
で
は
、「
宗
教
的
情
操
」
と
は
何
か
と

い
う
論
や
、
宗
教
教
育
の
実
践
の
紹
介
、
い
か
に
し
て
「
宗
教
的
情
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「
ガ
ツ
コ
ウ
ノ
モ
ン
ガ
ミ
エ
マ
ス
、
ミ
ン
ナ
ガ
ゲ
ン
キ
ヨ
ク
ア

ル
イ
テ
イ
キ
マ
ス
」（
一
三
頁
）

　

期
待
さ
れ
る
効
果
は
、
前
者
が
日
の
丸
を
見
て
、
思
わ
ず
バ
ン
ザ

イ
と
言
う
よ
う
な
「
国
民
的
宗
教
」
を
芽
生
え
さ
せ
る
こ
と
、
後
者

は
教
育
上
深
い
意
義
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
た
「
学
校
を
信
仰
す
る

心
」
を
芽
生
え
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
学
校
で
育

て
る
べ
き
「
一
般
的
広
義
の
宗
教
教
育
」（
八
頁
）
は
、「
国
民
的
宗

教
」
や
「
学
校
を
信
仰
す
る
心
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。

ⅲ
．
同
誌
の
主
幹
で
あ
る
大
村
桂
巖
は
、
創
刊
当
初
よ
り
、
学
校
で

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
宗
教
教
育
教
材
の
論
考
を
載
せ
た
り
、
諸
外

国
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
宗
教
教
育
の
紹
介
を
し
た
り
と
、
実
際
に

学
校
で
も
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
宗
教
教
育
に
つ
い
て
研
究
し
て

い
た
。
そ
の
よ
う
な
研
究
の
総
論
と
し
て
昭
和
八
年
よ
り
「
宗
教
的

情
操
の
涵
養
方
法
」（
五
―
八
～
一
〇
、
一
二
、
昭
和
八
年
）
と
い

う
論
文
を
連
載
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
宗
教
的
情
操
を
「
倫
理
的
道
徳
の
要
求
」
が
通
ら
な

い
不
完
全
な
現
世
を
補
う
「
神
仏
に
対
す
る
敬
神
奉
仕
を
楽
し
む
感

ザ
や
プ
ル
ー
ノ
ー
に
見
る
如
き
知
識
の
基
礎
の
上
に
立
っ
た
冷

静
な
底
力
で
あ
る
。（
一
四
―
一
五
頁
）

　

既
成
宗
教
に
よ
る
宗
教
教
育
は
、
そ
の
宗
教
思
想
を
絶
対
的
な
価

値
と
し
て
し
ま
い
柔
軟
性
が
な
く
な
る
と
一
蹴
し
、「
知
識
の
基
礎

の
上
に
立
っ
た
冷
静
な
底
力
」
と
し
て
の
宗
教
的
信
念
こ
そ
が
「
今

日
の
時
代
」
に
は
必
要
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
今
日

の
時
代
」
は
、
宗
教
的
な
生
活
を
必
要
と
は
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た

め
宗
教
的
信
念
を
、「
時
代
に
応
じ
た
健
全
な
る
生
活
」（
一
五
頁
）

を
す
る
た
め
の
人
間
の
中
心
的
価
値
と
し
て
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ⅱ
．
横
浜
浦
島
小
学
校
長
で
あ
る
平
戸
喜
太
郎
は
、「
宗
教
心
の
芽

生
え
を
育
て
る
上
か
ら
見
た
新
読
本
」（
五
―
六
、
昭
和
八
年
）
で
、

小
学
校
で
新
た
に
用
い
る
教
材
と
そ
の
期
待
さ
れ
る
効
果
に
つ
い
て

説
明
し
て
い
る
。
そ
の
教
育
法
は
、
第
一
部
は
初
歩
の
童
謡
で
、
第

二
部
は
敬
語
を
用
い
た
学
校
生
活
と
家
庭
生
活
に
つ
い
て
の
短
文
と

童
謡
を
音
読
し
、
第
三
部
は
こ
ち
ら
も
敬
語
を
用
い
て
短
文
と
物
語

を
音
読
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
第
三
部
の
例
を
挙
げ
る
。

「
ヒ
ノ
マ
ル
ノ
ハ
タ　

バ
ン
ザ
イ　

バ
ン
ザ
イ
」
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（
２
）
昭
和
一
〇
年
以
降

　

そ
れ
で
は
、
昭
和
一
〇
年
の
文
部
次
官
通
牒
は
、
同
誌
の
論
調
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
文
部
次
官
通
牒
は
、
実

は
か
な
り
「
宗
教
的
情
操
」
を
限
定
し
て
い
る
。
特
に
、「
宗
教
的

教
育
は
…
宗
教
国
体
の
活
動
に
よ
る
教
化
に
ま
つ
も
の
に
し
て
一
般

の
学
校
教
育
は
一
切
の
教
派
、
宗
派
、
教
会
な
ど
に
対
し
て
中
立
不

偏
の
態
度
を
保
持
す
べ
き
も
の
と
す
」、「
固
よ
り
学
校
教
育
は
教
育

勅
語
を
中
心
と
し
て
行
わ
る
べ
き
も
の
な
る
が
故
に
、
こ
れ
と
矛
盾

す
る
が
如
き
内
容
及
方
法
を
以
て
宗
教
的
情
操
を
涵
養
す
る
が
如
き

は
こ
れ
を
許
さ
ず
」
と
、「
宗
教
的
情
操
」
は
「
宗
教
国
体
」「
教
育

勅
語
と
矛
盾
せ
ず
」
と
い
う
こ
と
が
政
府
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
決
し
て
こ
れ
ま
で
の
「
宗
教
的
情
操
」
に
国
民
精
神
的
色

彩
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
前
面
に
出
し
て
い

た
が
、
そ
れ
を
国
家
が
認
め
た
こ
と
に
よ
り
、
国
民
精
神
涵
養
と
し

て
の
宗
教
教
育
の
研
究
に
拍
車
が
か
か
る
。
一
方
、
国
民
精
神
は
宗

教
教
育
を
考
え
る
上
で
前
提
と
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
前
面
に
出
さ

な
い
研
究
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
主
に
理
想
の
教
師
論
と
し
て
語

ら
れ
た
。

情
」
や
「
信
念
」
で
あ
る
と
示
す
（
八
、
二
四
頁
）。
ま
た
、
情
緒

と
情
操
と
の
比
較
で
は
、
情
緒
が
「
本
能
、
気
質
、
衝
動
」
な
ど
と

い
っ
た
「
動
物
的
生
硬
的
な
部
分
が
多
い
」
の
に
対
し
て
、
情
操
は

「
理
知
的
で
あ
り
い
ろ
い
ろ
の
観
念
が
統
覚
的
に
結
合
せ
る
高
尚
な

感
情
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
八
、
二
七
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、「
情

操
」
の
概
念
は
理
想
的
か
つ
倫
理
的
な
価
値
を
含
ん
で
い
る
。

　

そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
「
宗
教
的
情
操
」
を
涵
養
す
る
か
に
つ
い

て
、
大
村
は
、
五
つ
の
提
言
を
し
て
い
る
。

　

一
．�

教
育
者
が
宗
教
に
親
し
み
信
念
を
持
つ
こ
と
（
一
〇
、
五

頁
）

　

二
．�

子
ど
も
の
発
達
に
沿
っ
て
適
切
な
教
育
や
教
材
を
選
択
す
る

こ
と
（
一
〇
、
六
―
一
一
頁
）

　

三
．�

情
操
を
訓
練
す
る
こ
と
（
一
二
、
五
―
八
頁
）

　

四
．
芸
術
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
（
一
二
、
八
―
九
頁
）

　

五
．�

各
教
科
の
教
材
を
宗
教
的
教
材
と
し
て
有
効
に
取
扱
う
こ
と

（
一
二
、
一
〇
頁
）

　

こ
の
よ
う
な
教
育
は
、
最
終
的
に
「
日
本
民
族
的
宗
教
情
操
の
潜

流
底
潮
を
噴
出
せ
し
む
る
こ
と
が
我
国
民
教
盲
に
於
け
る
宗
教
的
情

操
涵
養
の
根
底
を
な
す
」（
一
二
、
九
頁
）
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
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「
学
校
に
於
け
る
宗
教
的
情
操
の
涵
養
は
、
信
仰
に
迄
の
教
育
で
あ

っ
て
、
決
し
て
信
仰
そ
の
も
の
の
養
成
で
は
な
い
」（
九
頁
）
と
し

て
、
教
科
ご
と
の
宗
教
情
操
教
育
に
つ
い
て
の
実
践
を
挙
げ
、
学
校

教
育
で
も
宗
教
教
育
が
可
能
な
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
最
後
に
は
、

教
師
が
「
宗
教
的
信
念
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
と

説
く
。教

師
が
内
に
深
く
絶
対
者
を
信
じ
、
之
に
依
っ
て
生
く
る
敬
虔

謙
虚
な
生
活
態
度
が
出
来
、
更
に
宗
教
教
育
に
深
き
関
心
を
持

っ
て
ゐ
る
時
に
は
、
意
識
的
ま
た
は
無
意
識
的
に
発
せ
ら
れ
る

簡
単
な
言
語
や
動
作
が
、
よ
く
児
童
の
宗
教
的
情
操
の
琴
線
に

感
受
せ
ら
れ
、
何
時
と
は
な
し
に
教
師
同
様
の
絶
対
者
を
感
得

せ
し
め
、
敬
虔
謙
虚
な
る
生
活
態
度
を
修
得
せ
し
む
る
に
至
る

も
の
で
あ
る
。（
一
四
頁
）

　

こ
の
よ
う
な
“
教
師
こ
そ
宗
教
的
信
念
を
持
っ
て
教
育
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
”
と
い
う
考
え
方
は
、
師
範
学
校
の
教
授
法
に
も
多

く
影
響
し
て
い
た
。
東
京
豊
島
師
範
学
校
に
所
属
し
て
い
た
三
木
省

已
は
、「
師
範
学
校
に
於
け
る
宗
教
教
育
実
施
案
」（
八
―
一
二
、
昭

和
一
一
年
）
で
、
教
師
の
「
宗
教
的
情
操
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

ⅰ
．
文
部
次
官
通
牒
が
出
さ
れ
た
三
年
後
に
「
我
が
国
に
於
け
る
宗

教
的
情
操
涵
養
方
法
の
要
項
」（
一
〇
―
一
、
昭
和
一
三
年
）
と
い

う
特
集
が
組
ま
れ
、
諸
分
野
の
知
識
人
た
ち
の
主
張
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
多
く
が
宗
教
的
情
操
を
涵
養
す
る
た
め
に
は
、

「
宗
教
的
信
念
」「
宗
教
的
精
神
」「
宗
教
的
雰
囲
気
」
と
表
現
さ
れ

る
よ
う
な
「
国
民
精
神
」「
日
本
精
神
」
を
伸
ば
す
必
要
が
あ
る
と

し
、
例
と
し
て
、「
教
師
の
指
導
」
や
「
祖
先
崇
拝
」
な
ど
を
挙
げ

て
い
る
。

　

ま
た
、
大
村
桂
巖
は
、
昭
和
一
〇
年
以
降
、「
祭
政
一
致
と
政
治

教
育
」（
九
―
四
、
昭
和
一
二
年
）、「
戦
争
と
教
育
及
び
宗
教
」（
九

―
八
～
一
〇
、
昭
和
一
二
年
）、「
国
家
成
仏
の
提
唱
に
就
て
」（
一

〇
―
一
一
、
昭
和
一
三
年
）
な
ど
、
戦
争
や
国
民
精
神
と
宗
教
教
育

が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
に
つ
い
て
の
論
を
主
に
掲
載
す
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
特
に
大
村
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
が
、
昭
和
一
〇
年
以
前
の
大
村
が
具
体
的
な
宗
教
教
育
に
つ

い
て
研
究
を
進
め
て
き
た
こ
と
に
対
照
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。

ⅱ
．
滋
賀
県
の
玉
緒
小
学
校
長
で
あ
っ
た
広
瀬
長
寿
は
、「
初
等
教

育
に
於
け
る
宗
教
教
育
実
施
案
」（
八
―
一
一
、
昭
和
一
一
年
）
で
、
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像
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
国
民
精
神
」
涵
養
な
ど
の
文
脈
で

使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
創
刊
当
時
か
ら
み
ら
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
世
論
が
「
宗
教
的
情
操
」
を
教
育
に
求
め
た
背
景
と
も

重
な
っ
て
い
る
。

　

②
学
校
教
員
の
多
く
が
宗
教
教
育
を
求
め
て
い
て
、
さ
ら
に
学
校

教
員
自
ら
に
よ
る
実
践
例
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
時

の
宗
教
教
育
を
求
め
る
動
き
が
、
国
家
主
導
で
は
な
く
て
、
大
正
自

由
教
育
運
動
を
経
た
教
育
界
か
ら
起
こ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
特
徴

で
あ
る
。

　

③
具
体
的
な
「
宗
教
的
情
操
」
の
涵
養
の
方
法
は
、
文
部
次
官
通

牒
前
後
で
比
較
し
て
も
さ
ほ
ど
変
化
は
な
い
。“
各
教
科
で
宗
教
的

情
操
の
素
材
を
見
つ
け
る
”、“
地
域
の
神
社
仏
閣
に
行
っ
て
宗
教
的

な
も
の
に
触
れ
る
”、“
高
尚
な
宗
教
者
の
話
を
聞
く
”
な
ど
は
、
共

通
し
て
見
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
部
次
官
通
牒
以

前
に
お
い
て
も
、
す
で
に
「
宗
教
的
情
操
」
が
国
家
的
で
あ
っ
た
こ

と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。

　

④
①
～
③
に
関
連
し
て
、「
宗
教
的
情
操
」
あ
る
い
は
宗
教
教
育

研
究
全
体
の
話
と
し
て
、
具
体
的
な
教
授
法
が
求
め
ら
れ
る
一
方
、

教
師
の
在
り
方
が
大
き
く
問
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
教
師
の
人
格

が
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
宗
教
的
人
格
を
持
っ
た
教
師

に
論
じ
る
。

宗
教
的
情
操
の
陶
冶
は
正
し
く
教
師
そ
の
人
の
人
格
に
依
拠
す

る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
ひ
い
て
は
師
範
教
育
に
こ
の
方
面

の
期
待
が
最
も
多
く
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
二
頁
）

　
　

　

そ
れ
ゆ
え
、
今
回
の
文
部
省
通
牒
に
お
い
て
も
、
第
一
項
で
師
範

学
校
に
宗
教
科
を
設
置
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
し
、

三
木
も
「
宗
教
教
育
の
真
面
目
を
考
う
れ
ば
師
範
教
育
が
他
の
諸
学

校
に
お
け
る
普
通
の
宗
教
教
育
で
は
甚
だ
物
足
ら
ぬ
」（
二
五
頁
）

の
で
宗
教
科
を
設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
論
じ
る
。
こ
の
よ
う

に
、「
宗
教
的
情
操
」
論
は
、
具
体
的
な
教
授
法
よ
り
も
理
想
的
な

教
師
論
に
帰
結
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

４
．
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、『
教
育
と
宗
教
』
に
み
ら
れ
る
「
宗
教
的
情
操
」
を

考
察
し
て
き
た
。
特
徴
と
し
て
は
、
以
下
の
四
点
に
整
理
で
き
る
。

　

①
「
宗
教
的
情
操
」
の
概
念
は
、
理
想
的
・
倫
理
的
な
価
値
を
含

む
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
求
め
ら
れ
る
国
民
像
と
求
め
ら
れ
る
教
育
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―
Ａ　

教
育
研
究
』
第
二
二
号
、
一
九
七
九
）、
同
「「
宗
教
的

情
操
」
教
育
の
概
念
と
史
的
転
回
」（『
季
刊　

科
学
と
思
想
』

第
三
五
号
、
一
九
八
〇
）、
鈴
木
美
南
子
「
天
皇
制
下
の
国
民

教
育
と
宗
教
」（
伊
藤
弥
彦
編
『
日
本
近
代
教
育
史
再
考
』
昭

和
堂
、
一
九
八
六
）、
高
橋
陽
一
「
宗
教
的
情
操
の
涵
養
に
関

す
る
文
部
次
官
通
牒
を
め
ぐ
っ
て
―
吉
田
熊
次
の
批
判
と
関
与

を
軸
と
し
て
―
」（『
武
蔵
野
美
術
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
九
号
、

一
九
九
八
）、
土
屋
博
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
云
教
育
の
公
共

性
―
「
宗
教
的
情
操
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
北
海
道
学
園
大
学

学
園
論
集
』
第
一
三
八
号
、
二
〇
〇
八
）。

３　

た
と
え
ば
、
明
治
四
一
年
の
戊
申
詔
書
公
布
、
明
治
四
二
年
の

修
身
教
育
の
重
視
の
訓
令
な
ど
。

４　

そ
の
企
画
の
一
つ
が
明
治
四
五
年
の
三
教
会
同
で
あ
っ
た
。
島

薗
進
・
高
橋
原
・
星
野
靖
二
「
宗
教
学
の
形
成
過
程　

解
説
」

（『
宗
教
学
の
形
成
過
程
』
第
九
巻　

ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇

六
）
に
よ
れ
ば
、「
き
わ
め
て
形
式
的
な
会
合
と
決
議
に
終
り
、

三
教
会
同
の
実
効
は
少
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
」
と
評
さ
れ
て

い
る
（
解
説
四
〇
頁
）。

５　

こ
の
よ
う
な
動
き
を
大
正
自
由
（
主
義
）
教
育
運
動
と
呼
ぶ
。

し
か
し
、
中
野
光
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
正
自
由
主
義
は
決

に
よ
っ
て
子
ど
も
を
感
化
す
る
、
と
い
う
主
張
が
多
く
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
教
育
者
は
学
校
に
お
け
る
理
想
的
・
倫
理
的
な
「
宗
教

者
」
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
宗
教
と
教
育
の
関
係
か
ら
考
え
る
と
、
教
育
界
か
ら
教

育
に
宗
教
を
導
入
す
る
こ
と
を
求
め
、
宗
教
界
も
そ
れ
に
応
え
よ
う

と
し
た
昭
和
前
期
は
、
両
者
が
非
常
に
好
意
的
に
接
近
し
た
時
代
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
国
家
が
主
導
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

教
育
勅
語
に
よ
る
道
徳
教
育
の
閉
塞
感
や
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、

大
正
自
由
教
育
と
い
っ
た
民
主
的
な
運
動
を
通
過
し
て
い
た
こ
と
な

ど
も
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
取
り

扱
う
こ
と
が
出
来
な
い
が
、「
宗
教
的
情
操
」
を
考
え
る
際
に
、
明

治
末
期
、
大
正
期
の
宗
教
を
好
意
的
に
捉
え
る
動
き
に
焦
点
を
あ
て

て
、
宗
教
と
教
育
の
関
係
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

１　

家
塚
高
志
「
宗
教
教
育
と
宗
教
的
情
操
教
育
」（
日
本
宗
教
学

会
「
宗
教
と
教
育
に
関
す
る
委
員
会
」
編
『
宗
教
教
育
の
理
論

と
実
際
』
鈴
木
出
版
、
一
九
八
五
）。

２　

山
口
和
孝
「
文
部
省
訓
令
第
一
二
号
（
一
八
九
九
年
）」
と

「
宗
教
的
情
操
ノ
涵
養
ニ
関
ス
ル
」
文
部
次
官
通
牒
（
一
九
三

五
年
）
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
」（『
国
際
基
督
大
学
学
報
Ⅰ
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学
を
教
え
て
い
た
。
宗
教
教
育
に
つ
い
て
も
、
特
に
仏
教
や
浄

土
宗
を
前
面
に
出
す
こ
と
は
な
く
、
通
宗
教
的
な
宗
教
教
育
の

研
究
・
推
進
を
お
こ
な
っ
て
き
た
教
育
学
者
で
あ
る
と
い
え
る

（『
東
運
爾
語
』
大
村
先
生
記
念
文
叢
刊
行
会
、
一
九
五
五
、
浄

土
宗
大
辞
典
刊
行
会
『
浄
土
宗
大
辞
典
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一

九
七
四
、
大
橋
俊
雄
『
浄
土
宗
人
名
事
典
』
斎
々
坊
、
二
〇
〇

一
を
参
照
）。

10　
「
発
刊
の
辞
」（『
教
育
と
宗
教
』
創
刊
号
、
一
九
二
九
）
五
頁
。

11　

著
名
な
執
筆
者
と
し
て
、
宗
教
学
で
は
宇
野
圓
空
、
加
藤
玄
智
、

増
谷
文
雄
、
仏
教
関
係
で
は
椎
尾
辨
匡
、
赤
松
智
城
、
高
神
覚

昇
、
高
島
米
峯
、
土
屋
詮
教
、
友
松
圓
諦
、
神
道
関
係
で
は
紀

平
正
美
、
教
育
学
で
は
吉
田
熊
次
、
谷
本
富
、
小
原
國
芳
、
政

界
か
ら
は
安
藤
正
純
な
ど
が
い
る
。

12　

静
永
孝
英
「「
教
育
と
宗
教
」
誌
と
主
幹
」（『
東
運
爾
語
』）
二

〇
九
頁
。
そ
の
述
懐
の
通
り
、
同
誌
最
終
刊
（
前
年
の
昭
和
一

五
年
）
に
は
、
同
誌
が
終
刊
を
迎
え
る
こ
と
を
記
さ
れ
て
い
な

い
。

し
て
反
体
制
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
公

立
学
校
に
ま
で
、
そ
の
思
想
や
学
習
方
法
が
浸
透
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
（
中
野
光
『
大
正
自
由
教
育
の
研
究
』
黎
明

書
房
、
一
九
九
八
［
一
九
六
八
］）。

６　

帝
国
教
育
会
編
『
帝
国
教
育
会
五
十
年
史
』（
一
九
三
三
、
年

表
六
二
頁
）。

７　

島
薗
進
・
高
橋
原
・
星
野
靖
二
『
宗
教
学
の
諸
分
野
の
形
成
』

第
六
巻
（
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
七
）
四
四
七
―
四
四
九
頁
。

８　
『
宗
教
教
育
講
座
』
第
一
四
巻
（
大
東
文
化
社
、
一
九
二
八
）

時
事
一
頁
を
要
約
。
こ
れ
は
、
訓
令
一
二
号
で
は
、
学
校
教
育

に
お
い
て
、
宗
派
的
で
儀
礼
を
お
こ
な
う
よ
う
な
宗
教
教
育
は

不
可
能
だ
が
、
宗
教
的
な
情
操
教
育
は
可
能
と
、
訓
令
を
拡
大

解
釈
し
て
い
く
こ
と
を
文
部
省
が
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

９　

大
村
桂
巖
（
一
八
八
〇
―
一
九
五
四
）
滋
賀
県
愛
知
郡
葉
枝
村

（
現
在
の
彦
根
市
）
の
常
光
寺
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
浄

土
宗
学
本
校
高
等
正
科
を
卒
業
後
は
、
東
京
帝
国
大
学
哲
学
科

で
教
育
学
を
専
攻
し
た
。
東
山
中
学
校
長
、
宗
教
大
学
教
授
、

大
正
大
学
教
授
・
学
長
な
ど
、
浄
土
宗
関
連
の
教
職
を
歴
任
す

る
か
た
わ
ら
、
陸
軍
教
授
も
務
め
て
い
る
。
浄
土
宗
関
連
校
で

多
く
教
鞭
を
と
っ
た
大
村
で
あ
る
が
、
実
際
は
一
般
的
な
教
育
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置
づ
け
た
が
、
そ
れ
ら
の
箇
所
は
後
か
ら
挿
入
さ
れ
た
と
す
る
岸
一

英
氏１

や
林
田
康
順
氏
の
説２

に
よ
り
、
講
説
の
時
期
が
選
択
念
佛
期
よ

り
も
遡
る
可
能
性
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、

『
選
択
集
』
と
重
複
す
る
部
分
は
除
外
し
た
い
。

　
三
部
経
釈
の
主
題
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
書
名
の
通
り
浄
土
三
部

経
の
「
釈
」
で
あ
る
。
で
は
法
然
が
三
部
経
そ
れ
ぞ
れ
を
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
。「
無
量
寿
経
釈
」
に
、
そ
の
大
意
は
次

の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

一
ニ

大
意

ト

者
　
釋
迦
捨

テ二
、無
勝
淨
土

ヲ一

出
玉
フ

二

此
ノ

穢
土

ニ一

事
ハ 

本
ト

説
テ二

淨
土
之
教

ヲ一

勸
二

進
衆
生

ヲ一

爲
ナ
リ

レ

令
ン
カ

レ

生
二

淨
土

ニ一
　
彌

陀
如
來
捨

テ二
、穢
土

ヲ一

出
二

彼
ノ

淨
土

ニ一

事
ハ

本
ト

導
テ二

穢
土

ノ

衆
生

ヲ 
爲

ナ
リ

レ

令
レ
生
二
淨
土

ニ一
　
是

レ
則

テ
諸
佛

ノ
出

テ二
淨
土

ニ一
出

マ
ス

二

穢
土

ニ一
御

本
意
也３

は
じ
め
に

　「
往
生
浄
土
」
と
い
う
語
に
は
、「
往
生
」
と
「
浄
土
」
と
い
う
二

つ
の
論
点
が
見
出
さ
れ
る
。
今
回
は
法
然
に
お
け
る
西
方
極
楽
浄
土

の
説
示
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。
浄
土
の
意
味
内
容
に
言
及
す
る
法

然
資
料
は
少
な
い
が
『
選
択
集
』
に
先
立
つ
漢
文
資
料
、「
無
量
寿

経
釈
」「
観
無
量
寿
経
釈
」（
以
下
、「
観
経
釈
」
と
略
す
）「
阿
弥
陀

経
釈
」
の
『
三
部
経
釈
』
お
よ
び
「
逆
修
説
法
」
で
は
説
明
が
な
さ

れ
て
い
る
。
今
回
は
『
三
部
経
釈
』
に
注
目
し
た
い
。

　『
三
部
経
釈
』
は
跋
文
に
よ
る
な
ら
ば
、
文
治
六
年
（
一
一
九
〇
）

に
、
東
大
寺
に
お
い
て
三
部
経
を
講
説
し
た
際
の
聞
き
書
き
で
あ
り
、

南
都
諸
宗
の
学
僧
が
対
象
と
な
る
。「
選
択
」
思
想
が
所
々
に
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
石
井
教
道
氏
は
第
三
の
選
択
念
佛
期
の
著
作
と
位

法
然
浄
土
教
に
お
け
る
往
生
浄
土

―
『
三
部
経
釈
』
に
お
け
る
極
楽
浄
土
の
説
示
―

齋
　
藤

　
蒙

　
光
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あ
り
、
そ
れ
に
関
連
し
て
極
楽
浄
土
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
岸
氏
に
よ
り
、
右
の
よ
う
な
正
宗
分
の
科
分
や
佛
と
衆
生

の
因
果
と
い
う
視
点
は
、
浄
影
寺
慧
遠
や
吉
蔵
、
憬
興
な
ど
に
よ
る

伝
統
的
な
分
段
に
則
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
に
値

す
る
で
あ
ろ
う６

。
こ
れ
ら
の
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
具
体
的
に
該

当
箇
所
を
挙
げ
て
い
き
た
い
。

①
「
無
量
寿
経
釈
」

　

大
意
の
説
明
に
続
き
、
道
綽
著
『
安
楽
集
』
に
基
づ
く
聖
浄
二
門

の
教
相
判
釈
を
説
く
が
、『
選
択
集
』
な
ど
と
は
異
な
り
、『
無
量
寿

経
』
の
「
横
截
五
悪
趣
」
に
対
す
る
説
明
を
引
用
し
て
い
る７

。
道
綽

は
、
生
死
輪
廻
の
境
界
と
は
本
来
、
佛
道
実
践
に
よ
っ
て
輪
廻
す
べ

き
因
を
「
漸
次
」
に
断
ち
切
っ
て
い
く
こ
と
で
し
か
離
れ
ら
れ
な
い

と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
往
生
浄
土
に
お
い
て
は
ま
ず
境
界
が
変

わ
る
こ
と
に
よ
り
、「
横
截
」、
た
ち
ど
こ
ろ
に
迷
い
の
因
果
が
断
ち

切
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
法
然
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
往
生
浄

土
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
説
く
。

往
生
淨
土
之
法
門

ハ

雖
レ

未
タレ

斷
二

煩
惱
之
迷

ヲ一

依
チ二

弥
陀

ノ

願
力

ニ一

生
ス
ル

二

極
樂

ニ一
者

ノ
永

ク
離

テ二
三
界

ヲ一
出
六
道
生
死　

故
往
生
淨
土
之

法
是
未
斷
惑
出
三
界
法８

釈
迦
佛
、
阿
弥
陀
佛
、
諸
佛
に
よ
る
穢
土
と
浄
土
の
往
来
が
列
挙
さ

れ
、
そ
の
目
的
は
「
衆
生
を
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
し
め
ん
が
た
め
」

で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
次
に
「
観
経
釈
」
の
大
意
で
は
、『
無

量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』（
以
下
『
観
経
』
と
略
す
）
と
の
説

時
を
「
寿
前
観
後
」
と
位
置
付
け
、
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
る
。

依
テレ

之
可
レ

有
ル二

來
意
一　

彼
雖
レ

説
ク
ト

二

佛
因
果

ヲ一

未
タレ

説
二

行
者
修

因
感
果

ヲ一　

故
ニ

次
テ二

佛
修
因
感
果

ニ一
行
者
修
因
感
果
來４

『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
佛
の
因
果
の
み
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
、

『
観
経
』
で
は
行
者
の
酬
因
感
果
、
つ
ま
り
往
生
浄
土
と
い
う
果
と

そ
の
因
行
が
説
か
れ
る
と
説
明
す
る
。
ま
た
『
古
本
漢
語
燈
録
』
所

収
録
の
「
阿
弥
陀
経
釈
」
の
来
意
で
は
、「
上
の
」
観
経
で
は
諸
行

の
説
明
が
長
く
、
念
佛
を
説
く
部
分
は
狭
い
の
で
、『
阿
弥
陀
経
』

で
は
諸
行
を
捨
て
但
念
佛
往
生
の
み
を
説
く
と
説
明
し
て
い
る５

。

　

こ
の
よ
う
に
法
然
は
、
浄
土
三
部
経
が
説
か
れ
る
目
的
が
『
無
量

寿
経
』
→
『
観
経
』
→
『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
順
番
に
推
移
し
て
い

る
と
位
置
付
け
、
中
で
も
最
初
の
「
無
量
寿
経
釈
」
は
衆
生
の
往
生

の
因
果
に
先
立
つ
佛
の
酬
因
感
果
が
大
意
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
正

宗
分
が
四
十
八
願
興
意
、
依
願
修
行
、
所
得
依
正
、
さ
ら
に
往
生
行

業
と
い
う
科
分
の
順
序
で
説
明
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
経
を

「
釈
」
す
と
い
う
態
度
か
ら
、
佛
の
側
の
因
果
が
詳
説
さ
れ
る
の
で
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特
に
第
十
八
・
念
佛
往
生
の
願
に
は
、
出
離
生
死
の
「
抜
苦
」
と
往

生
極
楽
の
「
与
楽
」
の
両
方
の
意
が
あ
る
と
説
か
れ
、「
三
界
皆
苦

の
火
宅
」
で
あ
る
生
死
界
に
対
し
て
、
浄
土
と
は
「
四
徳
常
楽
」
と

い
う
徳
に
彩
ら
れ
た
「
宝
城
」
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

法
然
は
続
け
て
極
楽
浄
土
の
生
活
に
お
け
る
楽
に
も
言
及
す
る
。

耳
ニ

聞
二

深
妙

ノ

法
ヲ一

毎
レ

聞
増

ン二

耳
根

ノ

樂
ヲ一　

鼻
ニ

聞
二

功
德

ノ

法�

香
ヲ一

毎
レ

聞
増

ス二

鼻
根

ノ

樂
ヲ一　

舌
ニ

嘗
モ二

法
喜
禪
悦

ノ

味
ヲ一

毎
レ

嘗�

増
ス二

舌
根

ノ
樂

ヲ一
（
中
略
）
極
樂
世
界

ノ
一
一
境
界
皆

ナ
離
苦
得
樂

之
計

ヿ
也　

風
ノ

吹
ク
モ

二

寶
樹

ヲ一

是
レ

樂
也　

枝
條
華
菓
韻

ス二

常
樂

ヲ一　

波
ノ

洗
ヲ
モ

二

金
ノ

岸
ヲ一

是
レ

樂
也　

微
瀾
廻
二
流

ス
四
功
德

ヲ11一

浄
土
に
お
い
て
は
四
徳
・
常
楽
の
法
が
、
宝
樹
や
宝
池
の
波
な
ど
、

有
相
荘
厳
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
他
に
も
、
六
根
を
通

し
て
見
聞
き
、
接
触
す
る
も
の
が
全
て
「
楽
」
で
あ
る
と
説
か
れ
て

い
る
が
、
そ
の
楽
と
は
世
俗
的
な
楽
で
は
な
く
、「
功
徳
の
法
香
」

や
「
法
喜
禅
悦
の
味
」
な
ど
、
佛
法
と
し
て
の
楽
な
の
で
あ
る
。　

「
四
徳
」
と
は
佛
に
お
け
る
「
常
楽
我
浄
」
と
い
う
徳
で
あ
る
。
法

然
に
先
ん
じ
て
、
善
導
の
『
法
事
讃
』
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

弟
子
等
敬

テ

尋
ヌ
ル
ニ

二

諸
佛

ノ

境
界

ヲ一

唯
佛

ノ
ミ

能
ク

知
玉
ヘ
リ　

國
土

ノ

精
華

ハ

非
ス二

凡
ノ

所
ニ一レ

測
ル

（
中
略
）
使

ム下

釈
迦
諸
佛
不
レ

捨
二

慈�

悲
ヲ一

直
ニ

指
中

西
方
十
萬
億
刹

ヲ上　

國
ヲ

名
ケ二

極
楽

ト一

佛
ヲ

號
ス二

彌
陀

ト一

極
楽
に
往
生
す
る
な
ら
ば
、
自
身
は
未
だ
煩
悩
の
迷
い
を
断
た
な
い

凡
夫
そ
の
ま
ま
に
、
三
界
六
道
と
い
う
生
死
輪
廻
の
境
界
を
永
く
離

れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
法
然
に
お
け
る
往
生

浄
土
の
意
義
と
は
、
浄
土
に
生
じ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
迷
い
の
境

界
を
離
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
極
楽

が
い
か
な
る
世
界
で
あ
る
の
か
を
問
題
視
す
る
な
ら
ば
、
極
楽
そ
の

も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の
迷
い
の
境
界
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

の
か
を
省
み
る
こ
と
が
先
立
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
法
然
は
「
弥
陀
の
願
力
に
依
っ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
凡

夫
に
お
け
る
往
生
浄
土
・
出
離
生
死
の
根
拠
を
阿
弥
陀
佛
の
酬
因
感

果
に
見
出
し
て
い
く
。
ま
ず
「
四
十
八
願
の
興
意
」
の
説
明
に
お
い

て
、
四
十
八
願
は
全
て
一
切
衆
生
を
救
お
う
と
す
る
大
慈
悲
の
心
か

ら
発
さ
れ
て
い
る
と
説
き
、
各
願
を
大
悲
＝
抜
苦
・
大
慈
＝
与
楽
の

義
で
分
類
し
て
い
く
。

乃
至
十
八

ノ

念
佛
往
生

ノ

願
ニ

有
リ二

二
ノ

意
一

出
離
生
死

ハ

是
レ

拔
苦

也
往
生
極
樂

ハ

是
レ

與
樂
也　

生
死
衆
苦
一
時

ニ

能
ク

離
テ

淨
土

ノ

諸
樂
一
念

ニ

能
ク

受
ク　

若
シ

彌
陀

ニ

無
ク二

念
佛

ノ

願
一

衆
生
不

ンレ

乘
二

此
ノ

願
力

ニ一
者

ハ
五
苦
逼
迫

ノ
衆
生
云
何

ン
カ

可
ンレ

離
ル二

苦
界

ヲ一
過
去
生

生
世
世
不

リ
ケ
レ
ハ

レ

値
ハ二

彌
陀

ノ
誓
願

ニ一

者
于
レ
今
在

テ二

三
界
皆
苦

ノ
火

宅
ニ一

未
ニレ

至
ヲ二

四
徳
常
樂
之
寶
城

ニ９一
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て
浄
土
を
荘
厳
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
善
導
、
源
信
、
法
然
に
お
い

て
は
、
四
徳
が
さ
ら
に
「
常
楽
」、
常
住
の
楽
と
い
う
と
こ
ろ
に
集

約
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
法
然
に
お
け
る
極
楽
浄
土
で
は
、
佛
法

の
智
慧
が
衆
生
の
存
在
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
佛
の
「
計
ご

と
」
に
よ
り
、「
常
楽
」
と
い
う
、
確
固
た
る
存
在
お
よ
び
限
り
な

い
生
命
と
、
一
切
皆
苦
の
生
死
界
を
超
え
た
楽
と
し
て
、
衆
生
に
与

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
法
然
は
「
依
願
修
行
」
と
し
て
、
法
蔵
菩
薩
が
願
成
就
の
た

め
に
実
践
し
た
修
行
と
は
六
波
羅
密
の
実
践
で
あ
る
と
説
明
し
、
そ

の
布
施
波
羅
密
の
実
践
に
つ
い
て
、『
悲
華
経
』
に
基
づ
き
神
話

的
・
写
実
的
に
説
明
す
る
。
そ
こ
で
は
、
兆
載
永
劫
と
い
う
時
間
の

中
で
、
身
を
投
げ
出
し
続
け
る
法
蔵
菩
薩
の
慈
悲
と
、
そ
れ
を
食
ら

い
続
け
る
凡
夫
の
貪
り
の
営
み
が
続
い
た
と
い
う
。
続
く
「
所
得
の

依
正
」
の
報
身
の
説
明
で
は
、
次
の
よ
う
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

以
テレ

寶
ヲ

與
カ
ハ

レ

人
ニ

成
ルニ

衆
寶
國
土
之
主

ト一　

以
テレ

床
ヲ

施
テレ

人
ニ

得
タ
リ

二

大
寶
華
王
之
座

ヲ一　

布
施

ヲ
爲
二
庫
蔵

ト一
收
二
百
福
莊
嚴
之
財

ヲ11一

依
正
二
報
の
荘
厳
と
は
、
布
施
波
羅
密
と
い
う
因
行
に
報
い
る
果
で

あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
法
然
に
お
け
る
極
楽

浄
土
と
は
、
人
格
佛
と
し
て
の
阿
弥
陀
佛
が
、
大
慈
悲
心
か
ら
衆
生

済
度
の
た
め
に
発
願
し
、
ま
た
衆
生
の
無
尽
の
貪
り
に
対
す
る
布
施

現
ニ

在
シ
テ

説
法

シ
玉
フ　

其
ノ

國
淸
淨

ニ

具
セ
リ

二

四
德

ノ
荘
嚴

ヲ11一

本
来
、
諸
佛
の
境
界
と
は
、
た
だ
佛
に
お
い
て
の
み
よ
く
知
る
こ
と

が
で
き
、
凡
夫
に
は
計
り
知
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
よ
っ
て
釈

迦
・
諸
佛
は
西
方
極
楽
浄
土
を
指
し
示
す
。
そ
の
国
土
は
四
徳
に
よ

っ
て
荘
厳
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。「
常
楽
」
に
つ
い
て
も
『
観

経
疏
』
で
は
、
こ
の
世
界
の
「
穢
身
」
や
「
苦
」
を
厭
い
、「
常
楽
」

を
求
め
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る11

。
ま
た
源
信
の
『
往
生
要
集
』
第

一
大
文
で
は
、
人
界
に
お
い
て
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
無
常
」

の
相
と
極
楽
浄
土
の
「
常
楽
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る11

。

　
「
常
楽
我
浄
」
と
は
本
来
、
衆
生
に
お
け
る
「
四
転
倒
」
と
い
う

迷
え
る
立
場
を
表
す
語
で
あ
っ
た
。
衆
生
と
は
、
無
常
よ
り
逃
れ
ら

れ
ず
生
滅
変
化
す
る
仮
の
存
在
で
あ
り
、
突
き
詰
め
る
な
ら
ば
無
我

で
あ
る
。
そ
の
自
己
存
在
を
「
常
」
住
の
確
固
た
る
「
我
」
と
思
い

込
み
、
一
切
皆
苦
に
し
て
穢
れ
に
満
ち
た
境
界
を
、「
楽
」「
浄
」
と

思
い
執
着
す
る
。
大
乗
佛
教
で
は
、
そ
れ
を
前
提
と
し
つ
つ
、
さ
ら

に
迷
い
の
在
り
方
を
超
越
し
た
佛
の
境
地
に
は
、
真
の
「
常
楽
我

浄
」
と
い
う
「
四
徳
」
が
具
わ
る
と
い
う11

。
つ
ま
り
佛
に
お
い
て
は
、

無
常
・
無
我
と
い
う
存
在
の
不
確
か
さ
を
徹
底
し
た
上
に
、
な
お
も

揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
「
常
」
住
の
「
我
」
が
見
出
さ
れ
、
絶
対
的
な

「
楽
」
と
「
浄
」
が
見
出
さ
れ
る
。
阿
弥
陀
佛
は
そ
の
四
徳
を
も
っ
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顯
了

ン
ス11

一

」
と
説
明
を
省
く
。
も
っ
と
も
「
無
量
寿
経
釈
」
に
お
い

て
、
い
ま
だ
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
正
報
の
眷
属
に
つ
い
て
は
説

明
を
続
け
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

復
タ

能
ク

我
レ

等
無
始
已
來

タ
ノ

父
母
師
長
朋
友
知
識
妻
子
眷
屬�

有
リ二

前
タ
テ

去
レ
ル

者
一　

豈
ニ

不
ン二

相
見
一

哉　

以
レ

是
ヲ

思
レ

之
ヲ

欲
ハレ

相
二

見
ン
ト

生
生
世
世

ノ

父
母
師
長
妻
子
眷
屬
朋
友
知
識
一

者
可

キレ

往
二
生

ス
極
樂
世
界

ニ一
者

ノ
也11

法
然
は
、
聖
衆
の
み
な
ら
ず
、
無
始
以
来
、
生
々
世
々
の
父
母
や
師
、

朋
友
や
妻
子
な
ど
と
も
再
会
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

自
身
お
よ
び
そ
れ
を
取
り
囲
む
人
々
の
存
在
・
生
命
に
寄
り
添
う
か

た
ち
で
、
苦
の
克
服
が
説
か
れ
て
い
る
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ

う11

。お
わ
り
に

　
『
三
部
経
釈
』
は
浄
土
三
部
経
を
「
釈
」
す
と
い
う
態
度
で
貫
か

れ
て
い
る
。
そ
の
態
度
に
基
づ
き
、「
無
量
寿
経
釈
」
に
お
い
て
は
、

衆
生
の
出
離
生
死
に
先
立
つ
阿
弥
陀
佛
の
酬
因
感
を
説
き
、「
観
経

釈
」
に
お
い
て
は
、
極
楽
浄
土
を
観
の
対
象
と
し
て
説
き
、「
阿
弥

陀
経
釈
」
に
お
い
て
は
、「
倶
会
一
処
」
の
文
か
ら
浄
土
に
お
い
て

父
母
や
師
、
朋
友
や
妻
子
と
の
再
会
も
果
た
さ
れ
る
と
説
く
。

行
を
成
就
し
た
末
に
建
立
し
た
と
い
う
、
徹
底
し
て
衆
生
と
の
関
係

に
お
い
て
荘
厳
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
「
観
無
量
寿
経
釈
」

『
観
経
』
は
衆
生
の
往
生
浄
土
の
因
果
を
説
く
経
で
あ
る
と
位
置
付

け
ら
れ
て
お
り
、
定
善
十
三
観
の
説
明
に
は
、
次
の
よ
う
な
視
点
が

貫
か
れ
て
い
る
。

雙
卷

ニ
雖
レ
説
二
七
寶

ノ
地
一
未
レ
説
二
觀
地
往
生
之
旨

ヲ一　

唯
見
二
彼

相
一

之
未

タレ

知
ラ二

此
ノ

旨
ヲ一　

然
ニ

今
至
二

此
ノ

經
一

之
時
始
知
二

觀
地

往
生
之
旨

ヲ11一

『
無
量
寿
経
』
で
は
浄
土
の
地
が
説
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ

の
宝
地
を
観
ず
る
こ
と
に
よ
る
往
生
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
と
い

う
。
こ
の
よ
う
に
「
観
経
釈
」
で
は
、
経
文
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
と

い
う
態
度
か
ら
十
三
観
を
往
生
の
因
行
と
し
て
説
明
し
て
お
り
、
そ

れ
に
伴
い
極
楽
浄
土
は
、
あ
く
ま
で
も
観
の
対
象
と
し
て
説
か
れ
て

い
る
。
よ
っ
て
法
然
は
十
三
観
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
や
功
能
の
説
明
に

重
点
を
置
い
て
お
り
、
浄
土
に
対
す
る
説
明
は
存
外
に
少
な
い
。

③
「
阿
弥
陀
経
釈
」

　
「
極
楽
依
正
」
の
説
明
に
つ
い
て
「
此

レ
等

ノ
依
正

ノ
功
德
前

キ
ニ

已
ニ
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れ
る
極
楽
浄
土
の
説
示
は
、「
逆
修
説
法
」
や
『
選
択
集
』
に
よ
っ

て
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
く
、
法
然
独
自
の
念
佛
論
の
土
台
に
位
置
す

る
も
の
と
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

１　
「『
逆
修
説
法
』
と
『
三
部
経
釈
』」（『
藤
堂
恭
俊
古
希
記
念　

浄
土
宗
典
籍
研
究
』
研
究
篇
、
昭
和
六
三
年
）
な
ど

２　
「
法
然
上
人
『
三
部
経
釈
』
に
説
か
れ
る
『
選
択
』
を
め
ぐ
っ

て
」（『
三
康
文
化
研
究
所
年
報
』
三
一
、
平
成
一
一
年
）
な
ど

３　

浄
土
宗
宗
典
研
究
室
叢
書
『
寛
永
・
承
応
・
正
徳
三
版
対
照
無

量
壽
經
釋
』
一
頁
。
寛
永
版
に
よ
り
筆
者
翻
刻
。
誤
字
等
は
諸

本
お
よ
び
『
昭
法
全
』
を
参
考
に
訂
正
し
た
（
以
下
同
様
に
つ

き
省
略
）。

４　
『
寛
永
・
承
応
・
正
徳
三
版
対
照
観
無
量
壽
經
釋
』
三
頁
。

５　
『
浄
土
佛
教
古
典
叢
書　

古
本
漢
語
燈
録
』
三
・
八
頁
。

６　
「『
無
量
寿
経
釈
』
古
層
の
復
元
―
『
三
部
経
釈
』
の
研
究

（
二
）
―
」（『
佐
藤
成
順
博
士
古
希
記
念
論
文
集　

東
洋
の
歴

史
と
文
化
』、
平
成
一
六
年
）

７　
『
寛
永
・
承
応
・
正
徳
三
版
対
照
無
量
壽
經
釋
』
三
頁
。『
浄

全
』
一
・
七
〇
四
頁
。

８　
『
同
』
二
頁
。

　
「
無
量
寿
経
釈
」
を
中
心
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
読
み
取
っ
た
。

①�
往
生
浄
土
と
は
出
離
生
死
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
極
楽
の
意
義
を

探
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
迷
い
の
境
界
の
何
た
る
か
を
省
み
る
べ
き

で
あ
る
。

②�

極
楽
で
は
佛
法
が
衆
生
の
存
在
・
生
命
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、

佛
の
「
計
ご
と
」
に
よ
り
、
常
住
の
存
在
・
生
命
お
よ
び
迷
い
の

境
界
を
超
え
る
楽
が
与
え
ら
れ
る
。

③�

極
楽
浄
土
と
は
、
佛
自
身
の
自
内
証
そ
の
ま
ま
の
世
界
で
は
な
く
、

大
慈
悲
に
よ
っ
て
、
衆
生
の
た
め
に
荘
厳
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。

　
「
無
量
寿
経
釈
」
で
は
、
諸
師
の
伝
統
に
則
っ
て
「
因
果
」
と
い

う
視
点
か
ら
説
か
れ
、「
四
徳
」
な
ど
の
通
佛
教
的
用
語
に
彩
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
「
観
経
釈
」
な
ど
に
お
い
て
も
、
法
然
独
自
の
念
佛

思
想
よ
り
も
経
の
記
述
に
基
づ
く
解
釈
が
先
行
し
て
い
る
箇
所
が
散

見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、『
三
部
経
釈
』
の
資
料
的
性
格
と

照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
説
か
れ
た
時
期
が
早
い
、
つ
ま
り
法
然

自
身
の
念
佛
体
験
・
思
索
・
表
現
が
い
ま
だ
突
き
詰
め
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
可
能
性
、
ま
た
法
然
の
浄
土
教
が
い
ま
だ
浸
透
し
て
い
な

い
時
代
的
な
状
況
や
、
対
象
が
他
宗
の
学
僧
で
あ
る
、
三
部
経
に
対

す
る
「
釈
」
で
あ
る
な
ど
の
状
況
が
、
理
由
と
し
て
推
測
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
可
能
性
か
ら
、『
三
部
経
釈
』
に
見
出
さ
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９　
『
同
』
一
四
頁
。

10　
『
浄
全
』
四
・
三
頁
。

11　
『
同
』
二
・
二
頁
、
二
七
頁
。

12　
『
同
』
一
五
・
四
九
頁
。

13　

下
田
正
弘
氏
「
常
楽
我
常
―
佛
教
に
お
け
る
ア
ー
ト
マ
ン
受
容

の
一
通
路
」（『
佛
教
学
』
三
一
、
平
成
三
）
な
ど
参
照
。

14　
『
寛
永
・
承
応
・
正
徳
三
版
対
照
無
量
壽
經
釋
』
一
五
頁
。

15　
『
同
』
一
五
頁
。

16　
『
同
』
二
一
頁
。

17　
『
寛
永
・
承
応
・
正
徳
三
版
対
照
観
無
量
壽
經
釋
』
六
頁
。

18　
『
同
』
六
頁
。

19　
『
寛
永
・
承
応
・
正
徳
三
版
対
照
阿
弥
陀
經
釋
』
七
頁
。

20　

林
田
氏
は
「
一
人
称
の
死
～
死
苦
→
浄
土
往
生
～
個
の
連
続
」

を
前
提
と
し
つ
つ
、「
二
人
称
の
死
～
愛
別
離
苦
→
倶
会
一
処

～
関
係
の
継
続
」
が
成
り
立
つ
と
論
じ
て
い
る
。
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と
い
う
箇
所
に
「
四
十
二
劫
」
と
い
う
数
字
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
に
お
い
て
こ
の
「
四
十
二
劫
」
と
い
う

数
字
は
、
釈
尊
以
前
に
弥
勒
菩
薩
が
「
一
者
淨
國
土
。
二
者
護
國
土
。

三
者
淨
一
切
。
四
者
護
一
切
。」
と
い
う
四
事
を
発
願
し
た
と
い
う

記
述
で
あ
り
、
か
つ
四
十
二
劫
と
い
う
時
間
差
が
あ
り
な
が
ら
も
弥

勒
菩
薩
と
釈
尊
と
が
同
一
の
誓
願
を
建
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

四
十
二
劫
の
間
、
弥
勒
菩
薩
は
四
事
の
実
践
を
続
け
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

ま
た
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
所
説
の
弥
勒
菩
薩
の
本
願
が

「
使
其
作
佛
時
。
令
我
國
中
人
民
。
無
有
諸
垢
瑕
穢
。
於
婬
怒
癡
不

大
。
慇
懃
奉
行
十
善
。
我
爾
乃
取
無
上
正
覺５

。」
で
あ
と
い
う
記
述

か
ら
、
こ
の
本
願
の
根
底
に
は
「
一
者
淨
國
土
。
二
者
護
國
土
。
三

者
淨
一
切
。
四
者
護
一
切
。」
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
弥
勒
菩
薩
が
単
身
で
四
事
を
実
践
し
て
い
た
四
十
二
劫
と
い

　
『
大
阿
弥
陀
経
』
で
は
「
佛
告
阿
難
。
次
復
有
佛
。
名
樓
夷
亘
羅
。

在
世
間
教
授
。
壽
四
十
二
劫１

。」
と
説
き
、『
平
等
覚
経
』
で
は
「
復

次
有
佛
。
名
樓
夷
亘
羅
。
在
中
教
授
四
十
二
劫
。
皆
已
過
去２

。」
と

説
き
、『
無
量
寿
経
』
で
は
「
阿
難
白
佛
。
彼
佛
國
土
壽
量
幾
何
。

佛
言
。
其
佛
壽
命
四
十
二
劫３

。」
と
説
く
よ
う
に
世
自
在
王
仏
の
最

大
の
特
徴
は
四
十
二
劫
寿
命
説
と
い
え
る
。
で
は
、
こ
の
「
四
十
二

劫
」
と
い
う
数
字
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
仏
の
寿
命
に
限
ら
ず
「
四
十
二
劫
」
と
い
う
用
例
を
整
理
す
る

と
、
竺
法
護
訳
の
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
に

佛
語
阿
難
。
菩
薩
以
四
事
不
取
正
覺
。
何
等
爲
四
。
一
者
淨
國

土
。
二
者
護
國
土
。
三
者
淨
一
切
。
四
者
護
一
切
。
是
爲
四
事
。

彌
勒
菩
薩
。
求
佛
時
。
以
是
四
事
故
不
取
佛
。

　
　

�

佛
言
阿
難
。
我
本
求
佛
時
。
亦
欲
淨
國
土
亦
欲
淨
一
切
。
亦
欲

護
國
土
。
亦
欲
護
一
切
。
彌
勒
。
發
意
先
我
之
前
四
十
二
劫４

。

『
無
量
寿
経
』
所
説
の
世
自
在
王
仏
に
つ
い
て

柴　

田　

泰　

山



─ 185 ─

阿
弥
陀
経
』
で
は
樓
夷
亘
羅
仏
の
寿
命
と
し
て
「
四
十
二
劫
」
と
い

う
数
字
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』

所
説
の
「
四
十
二
劫
」
説
を
、『
大
阿
弥
陀
経
』
に
投
影
し
て
み
る

と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
所
説
の
弥
勒
菩
薩
と
釈
尊
が
同

じ
誓
願
を
起
こ
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、『
大
阿
弥
陀
経
』
の
場

合
は
樓
夷
亘
羅
仏
が
曇
摩
迦
に
二
十
四
願
を
教
示
し
、
か
つ
阿
弥
陀

仏
も
二
十
四
願
を
教
示
し
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
樓
夷
亘
羅

仏
と
曇
摩
迦
は
と
も
に
二
十
四
願
を
発
願
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
で
は
弥
勒
菩
薩
と
釈
尊
の
発
願

の
時
間
差
が
四
十
二
劫
で
あ
っ
た
が
、『
大
阿
弥
陀
経
』
で
は
樓
夷

亘
羅
仏
の
寿
命
を
四
十
二
劫
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
で
、
二
十
四
願

そ
の
も
の
の
連
続
的
継
続
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
と
も
の
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
『
大
阿
弥
陀
経
』
所
説
の
「
四
十
二
劫
」
説
は
、『
弥

勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
と
同
様
に
樓
夷
亘
羅
仏
と
曇
摩
迦
が
と
も
に

二
十
四
願
を
発
願
し
た
こ
と
を
意
図
す
る
数
字
と
し
て
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

次
に
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
所
説
の
「
四
十
二
劫
」
と
い
う

数
字
の
中
に
は
弥
勒
菩
薩
の
「
使
其
作
佛
時
。
令
我
國
中
人
民
。
無

有
諸
垢
瑕
穢
。
於
婬
怒
癡
不
大
。
慇
懃
奉
行
十
善
。
我
爾
乃
取
無
上

う
数
字
の
中
に
は
、
弥
勒
菩
薩
の
本
願
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

ま
た
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
の
「
我
本
求
菩
薩
道
時
。
欲
護

一
切
悉
令
得
淨
。
處
於
五
濁
婬
怒
癡
中
。
樂
在
生
死６

。」
と
い
う
記

述
か
ら
、
弥
勒
菩
薩
か
ら
四
十
二
劫
後
に
四
事
を
発
願
し
た
釈
尊
が
、

そ
の
四
事
を
実
践
す
べ
く
五
濁
・
婬
・
怒
・
癡
の
世
界
に
お
い
て
仏

と
な
り
、
釈
尊
自
ら
こ
の
こ
と
を
「
我
以
大
哀
普
念
一
切
。
爲
此
輩

人
講
説
經
法
。」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
弥
勒
の
み
な
ら
ず
釈
尊

も
四
事
を
実
践
し
、
そ
し
て
五
濁
・
婬
・
怒
・
癡
の
世
界
に
お
い
て

仏
と
な
り
、
種
々
の
悪
業
を
犯
し
続
け
る
人
々
を
救
済
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
釈
尊
の
四
事
と
見
る
な
ら
ば
、

「
四
十
二
」
と
い
う
数
字
に
は
釈
尊
の
衆
生
救
済
も
内
包
さ
れ
て
い

る
も
の
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
『
大
阿
弥
陀
経
』
所
説
の
世
自
在
王
仏
に
つ
い
て
見
直
し

て
み
よ
う
。『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
所
説
の
「
四
十
二
劫
」
と

い
う
数
字
の
背
景
に
は
、
弥
勒
菩
薩
と
釈
尊
が
同
じ
誓
願
を
起
こ
し
、

か
つ
弥
勒
菩
薩
の
「
使
其
作
佛
時
。
令
我
國
中
人
民
。
無
有
諸
垢
瑕

穢
。
於
婬
怒
癡
不
大
。
慇
懃
奉
行
十
善
。
我
爾
乃
取
無
上
正
覺
。」

と
い
う
本
願
が
反
映
さ
れ
、
そ
し
て
釈
尊
の
五
濁
・
婬
・
怒
・
癡
の

世
界
に
お
け
る
成
道
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
『
大



─ 186 ─

之
王
。
諸
佛
國
中
之
雄
。
諸
佛
國
中
之
寶
。
諸
佛
國
中
壽
之

極
長
久
也
。
諸
佛
國
中
之
衆
傑
也
。
諸
佛
國
中
之
廣
大
也
。

諸
佛
國
中
之
都
。
自
然
之
無
爲
。
最
快
明
好
甚
樂
之
無
極
。

所
以
者
何
。

　

�

阿
彌
陀
佛
本
爲
菩
薩
時
。
所
願
勇
猛
。
精
進
不
懈
。
累
徳
所

致
。
故
能
爾
耳
。

　

�

阿
逸
菩
薩
即
大
歡
喜
。
長
跪
叉
手
言
。
佛
説
阿
彌
陀
佛
國
土
。

快
善
明
好
最
姝
無
比
。
乃
獨
爾
乎11

。

②�

阿
彌
陀
年
壽
甚
長
久
。
浩
浩
照
照
。
明
善
甚
深
。
無
極
無
底

誰
當
能
知
信
其
者
。
獨
佛
自
信
知
爾
。

　

�

阿
逸
菩
薩
聞
佛
言
大
歡
喜
。
長
跪
叉
手
言
。
佛
説
阿
彌
陀
佛

壽
命
甚
長
。
威
神
尊
大
。
智
慧
光
明
巍
巍
快
善
。
乃
獨
如
是11

。

と
い
う
二
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
の
世

界
観
を
導
入
す
る
と
、
①
に
つ
い
て
は
弥
勒
菩
薩
が
求
め
る
べ
き
世

界
、
つ
ま
り
四
事
が
完
全
に
成
就
さ
れ
て
い
る
世
界
が
阿
弥
陀
仏
国

で
あ
り
、
②
に
つ
い
て
は
弥
勒
菩
薩
が
自
ら
の
本
願
を
阿
弥
陀
仏
と

阿
弥
陀
仏
国
の
存
在
に
よ
っ
て
永
遠
に
補
完
し
続
け
る
こ
と
と
な
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
る
と
、『
大
阿
弥
陀
経
』
で
阿
弥
陀
仏

と
阿
弥
陀
仏
国
に
つ
い
て
聴
聞
し
大
歓
喜
し
て
い
る
阿
逸
菩
薩
は
、

実
は
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
に
お
い
て
釈
尊
よ
り
四
十
二
劫
以

正
覺
。」
と
い
う
本
願
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、『
大
阿

弥
陀
経
』
内
で
考
え
て
み
よ
う
。『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
所
説

の
弥
勒
菩
薩
の
「
使
其
作
佛
時
。
令
我
國
中
人
民
。
無
有
諸
垢
瑕
穢
。

於
婬
怒
癡
不
大
。
慇
懃
奉
行
十
善
。
我
爾
乃
取
無
上
正
覺７

。」
と
い

う
本
願
は
、『
大
阿
弥
陀
経
』
の
「
佛
告
阿
逸
菩
薩
等
。
諸
天
帝
王

人
民
。
我
皆
語
汝
曹
。
諸
欲
往
生
阿
彌
陀
佛
國
者
。
雖
不
能
大
精
進

禪
定
持
經
戒
者
。
大
要
當
作
善
。
一
者
不
得
殺
生
。
二
者
不
得
盜
竊
。

三
者
不
得
婬
泆
姦
愛
他
人
婦
女
。
四
者
不
得
調
欺
。
五
者
不
得
飮
酒
。

六
者
不
得
兩
舌
。
七
者
不
得
惡
口
。
八
者
不
得
妄
言
。
九
者
不
得
嫉

妬
。
十
者
不
得
貪
餮８

。」
と
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
『
大

阿
弥
陀
経
』
の
対
告
衆
が
「
阿
逸
菩
薩
」、
つ
ま
り
「
弥
勒
菩
薩
」

で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
で
は
弥

勒
菩
薩
が
自
ら
の
「
使
其
作
佛
時
。
令
我
國
中
人
民
。
無
有
諸
垢
瑕

穢
。
於
婬
怒
癡
不
大
。
慇
懃
奉
行
十
善
。
我
爾
乃
取
無
上
正
覺９

。」

と
い
う
本
願
を
理
由
に
弥
勒
菩
薩
が
覚
り
の
獲
得
に
至
っ
て
い
な
い

と
い
う
記
述
で
あ
っ
た
、『
大
阿
弥
陀
経
』
は
釈
尊
が
十
善
な
ど
を

実
践
す
る
こ
と
で
必
ず
阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
で
き
る
と
説
示
し
て
い

る
。
ま
た
『
大
阿
弥
陀
経
』
内
で
特
に
阿
逸
菩
薩
が
大
歓
喜
す
る
場

面
は

①�

阿
彌
陀
佛
國
爲
最
快
。
八
方
上
下
無
央
數
。
諸
佛
國
中
衆
善
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の
直
前
で
「
今
我
於
是
世
間
作
佛
。
爲
於
五
惡
五
痛
五
燒
之
中
作

佛11

。」
と
あ
り
、『
大
阿
弥
陀
経
』
で
も
釈
尊
は
五
悪
五
痛
五
焼
の
中

で
作
仏
し
た
か
ら
こ
そ
、『
大
阿
弥
陀
経
』
で
は
釈
尊
が
「
五
悪
と

は
悪
世
の
諸
相
そ
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
世
間
の
人
々
は
自
ら
の
悪

行
の
故
に
激
し
い
生
存
的
苦
痛
に
襲
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
状

況
を
脱
却
す
る
に
は
十
戒
を
保
持
す
る
な
ど
廃
悪
修
善
を
目
的
と
具

体
的
な
善
行
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
で
四
十
二
劫
と

い
う
数
字
に
投
影
さ
れ
て
い
る
釈
尊
の
五
濁
・
婬
・
怒
・
癡
の
世
界

に
お
け
る
成
道
は
、
そ
の
ま
ま
『
大
阿
弥
陀
経
』
で
は
釈
尊
が
五
悪

五
痛
五
焼
の
中
で
作
仏
し
た
と
い
う
記
述
に
通
じ
る
も
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
四
十
二
劫
説
を
見
直
す
と
、
四
十
二

劫
は
樓
夷
亘
羅
仏
の
寿
命
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
四
十
二
劫
は
本

経
を
説
示
す
る
釈
尊
の
五
悪
五
痛
五
焼
の
中
で
作
仏
を
意
図
す
る
も

の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
釈
尊
と
阿
弥
陀
仏
の
入
滅
ま
で
も
想
起
さ
せ

る
要
素
を
有
す
る
数
字
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
整
理
か
ら
『
大
阿
弥
陀
経
』
所
説
の
四
十
二
劫
に
つ

い
て
、①�

樓
夷
亘
羅
仏
と
曇
摩
迦
が
と
も
に
二
十
四
願
を
発
願
し
た
こ

と
を
意
図
す
る
数
字

前
に
四
事
と
誓
願
を
起
こ
し
た
弥
勒
菩
薩
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、
阿

逸
菩
薩
（
＝
弥
勒
菩
薩
）
は
自
ら
の
菩
薩
行
の
完
全
な
る
完
成
形
態

を
阿
弥
陀
仏
の
存
在
に
見
出
し
、
そ
れ
故
に
『
大
阿
弥
陀
経
』
で
釈

尊
が
阿
弥
陀
仏
と
阿
弥
陀
仏
国
に
つ
い
て
説
示
し
て
際
に
独
り
大
歓

喜
し
た
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
た
上
で
再
度
、『
大
阿
弥
陀
経
』
の
四
十
二
劫

説
を
見
直
す
と
、
四
十
二
劫
は
樓
夷
亘
羅
仏
の
寿
命
で
あ
る
と
と
も

に
、
こ
の
四
十
二
劫
は
弥
勒
菩
薩
が
釈
尊
の
登
場
を
待
っ
て
い
た
時

間
を
想
起
す
る
も
の
で
も
あ
り
、『
大
阿
弥
陀
経
』
で
は
曇
摩
迦
所

説
の
二
十
四
願
こ
そ
弥
勒
菩
薩
の
本
願
の
完
全
な
る
内
容
で
あ
り
、

ま
た
阿
弥
陀
仏
と
阿
弥
陀
仏
国
の
存
在
こ
そ
弥
勒
菩
薩
の
四
事
の
完

全
な
る
内
容
と
し
て
説
示
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、『
大
阿
弥

陀
経
』
で
は
こ
の
四
十
二
劫
と
い
う
数
字
の
中
に
、
阿
逸
菩
薩
（
＝

弥
勒
菩
薩
）
が
自
ら
の
誓
願
と
菩
薩
行
の
完
全
な
る
完
成
形
態
を
阿

弥
陀
仏
の
存
在
に
見
出
し
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　

次
に
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
に
お
い
て
弥
勒
菩
薩
よ
り
四
十

二
劫
以
後
に
弥
勒
菩
薩
と
同
じ
く
四
事
を
発
願
し
、
五
濁
・
婬
・

怒
・
癡
の
世
界
に
お
い
て
成
道
し
た
釈
尊
の
存
在
を
『
大
阿
弥
陀

経
』
に
お
い
て
見
直
し
て
み
た
い
。『
大
阿
弥
陀
経
』
で
は
五
悪
段
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間
解
無
上
士
調
御
丈
夫
天
人
師
佛
世
尊
。
時
有
國
王
。
聞
佛
説

法
心
懷
悦
豫
尋
發
無
上
正
眞
道
意
。
棄
國
捐
王
行
作
沙
門
。
號

曰
法
藏
。
高
才
勇
哲
與
世
超
異11

。

と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
を
『
大
阿
弥
陀
経
』
の

名
樓
夷
亘
羅
。
在
世
間
教
授
。
壽
四
十
二
劫
。
乃
爾
時
世
有
大

國
王
。
王
聞
佛
經
道
。
心
即
歡
喜
開
解
。
便
棄
國
捐
王
。
行
作

沙
門
。
字
曇
摩
迦
。
作
菩
薩
道
。
爲
人
高
才
。
智
慧
勇
猛
。
與

世
人
絶
異11

。

と
比
較
す
る
と
、「
壽
四
十
二
劫
」
が
削
除
さ
れ
、「
心
即
歡
喜
開

解
」
が
「
心
懷
悦
豫
尋
發
無
上
正
眞
道
意
」
に
改
変
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。「
壽
四
十
二
劫
」
の
削
除
は
、『
大
阿
弥
陀
経
』
に
対

し
て
『
無
量
寿
経
』
が
「
四
十
二
劫
」
と
い
う
数
字
に
象
徴
性
を
求

め
ず
、
意
図
的
に

於
是
世
自
在
王
佛
。
即
爲
廣
説
二
百
一
十
億
諸
佛
刹
土
天
人
之

善
惡
國
土
之
粗
妙
。
應
其
心
願
悉
現
與
之
。
時
彼
比
丘
聞
佛
所

説
嚴
淨
國
土
。
皆
悉
覩
見
超
發
無
上
殊
勝
之
願
。
其
心
寂
靜
志

無
所
著
。
一
切
世
間
無
能
及
者
。
具
足
五
劫
。
思
惟
攝
取
莊
嚴

佛
國
清
淨
之
行
。

阿
難
白
佛
。
彼
佛
國
土
壽
量
幾
何
。

佛
言
。
其
佛
壽
命
四
十
二
劫
。

②�

阿
逸
菩
薩
（
＝
弥
勒
菩
薩
）
が
自
ら
の
誓
願
と
菩
薩
行
の
完

全
な
る
完
成
形
態
を
阿
弥
陀
仏
の
存
在
に
見
出
し
こ
と
が
意

図
さ
れ
て
い
る
数
字

③�

釈
尊
の
五
悪
五
痛
五
焼
の
中
で
作
仏
、
さ
ら
に
は
釈
尊
と
阿

弥
陀
仏
の
入
滅
ま
で
も
想
起
さ
せ
る
数
字

と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
『
大
阿
弥
陀
経
』
所
説
の
四
十
二
劫
説
を
通
じ
て
、『
大
阿

弥
陀
経
』
に
お
け
る
樓
夷
亘
羅
仏
の
存
在
を
考
え
る
と
、
こ
の
樓
夷

亘
羅
仏
は
自
ら
の
意
志
に
お
い
て
そ
の
寿
命
を
四
十
二
劫
と
限
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
『
大
阿
弥
陀
経
』
全
体
の
舞
台
装
置
を
構
築
し
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
自
ら
阿
弥
陀
仏
と
な
る
べ
き
者
に

対
し
て
二
十
四
願
を
説
示
し
、
仏
と
し
て
の
地
位
を
譲
り
与
え
る
存

在
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
る
と
『
大
阿
弥
陀
経
』
で

そ
の
寿
命
を
四
十
二
劫
と
限
定
し
て
い
る
樓
夷
亘
羅
仏
は
、『
弥
勒

菩
薩
所
問
本
願
経
』
に
お
け
る
弥
勒
菩
薩
や
釈
尊
の
動
向
を
知
り
尽

く
し
た
存
在
で
も
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
釈
尊
・
阿
弥
陀
仏
・
弥
勒
の

存
在
と
個
々
の
成
仏
の
過
程
を
知
っ
て
い
る
存
在
で
も
あ
り
、
三
世

を
通
観
し
て
い
る
極
め
て
奇
異
な
る
存
在
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
現
行
の
『
無
量
寿
経
』
を
見
る
と
世
自
在
王
仏
に
つ
い
て
、

爾
時
次
有
佛
。
名
世
自
在
王
如
來
應
供
等
正
覺
明
行
足
善
逝
世
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て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
無
量
寿
経
』
内
の
弥
勒
は
、『
大

阿
弥
陀
経
』
内
の
阿
逸
菩
薩
の
よ
う
に
自
ら
の
誓
願
と
菩
薩
行
の
完

全
な
る
完
成
形
態
を
阿
弥
陀
仏
の
存
在
に
見
出
し
大
歓
喜
を
す
る
よ

う
な
存
在
で
は
な
く
、「『
無
量
寿
経
』
の
受
持
」
と
「
無
量
寿
仏
の

名
を
聞
く
」
と
い
う
行
為
、
さ
ら
に
は
「
一
向
専
念
無
量
寿
仏
」
お

よ
び
「
願
生
彼
国
」
を
仏
滅
後
の
世
界
に
あ
っ
て
自
ら
が
成
仏
す
る

ま
で
伝
持
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
存
在
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

次
に
五
悪
五
痛
五
焼
の
中
で
作
仏
し
た
釈
尊
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
確
か
に
『
無
量
寿
経
』
で
も
五
悪
段
が
説
示
さ
れ
て
い
る
が
、

『
無
量
寿
経
』
で
も
『
大
阿
弥
陀
経
』
を
受
け
た
上
で
「
今
我
於
此

世
間
作
佛
。
處
於
五
惡
五
痛
五
燒
之
中
。
爲
最
劇
苦11

。」
と
説
示
し

て
い
る
が
、『
大
阿
弥
陀
経
』
所
説
の
五
悪
段
と
『
無
量
寿
経
』
所

説
の
五
悪
段
を
比
較
す
る
と
『
無
量
寿
経
』
は
明
ら
か
に
『
大
阿
弥

陀
経
』
と
は
異
な
っ
た
主
旨
で
五
悪
段
を
展
開
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
『
無
量
寿
経
』
は
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
よ
う
に

『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
の
世
界
観
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
む
し

ろ
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
の
世
界
観
と
は
別
個
の
独
自
の
無
量

寿
仏
の
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
世
界
観
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

時
法
藏
比
丘
。
攝
取
二
百
一
十
億
諸
佛
妙
土
清
淨
之
行
。
如
是

修
已
詣
彼
佛
所
。
稽
首
禮
足
遶
佛
三
匝
合
掌
而
住
。
白
言
世
尊
。

我
已
攝
取
莊
嚴
佛
土
清
淨
之
行
。
佛
告
比
丘
。
汝
今
可
説
宜
知

是
時
。
發
起
悦
可
一
切
大
衆
。
菩
薩
聞
已
修
行
此
法
。
縁
致
滿

足
無
量
大
願
。
比
丘
白
佛
。
唯
垂
聽
察
。
如
我
所
願
當
具
説
之11

。

と
説
く
こ
と
で
、
世
自
在
王
仏
に
対
し
て
法
蔵
が
五
劫
と
い
う
時
間

を
要
し
て
整
理
し
た
四
十
八
願
を
説
示
さ
せ
る
と
い
う
役
割
の
み
を

与
え
、
法
蔵
の
存
在
を
仏
道
へ
と
向
か
わ
せ
る
存
在
と
し
て
表
現
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
心
即
歡
喜
開
解
」
が
「
心
懷
悦
豫
尋

發
無
上
正
眞
道
意
」
に
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
大
阿
弥
陀

経
』
で
は
樓
夷
亘
羅
仏
と
曇
摩
迦
は
と
も
に
二
十
四
願
を
発
願
し
た

も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
た
が
、『
無
量
寿
経
』
で
は
世
自
在
王
仏

と
法
蔵
の
誓
願
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、『
無
量
寿
経
』
で
は
法
蔵

の
誓
願
の
偉
大
性
と
完
全
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
、『
無
量
寿
経
』
で
は
世
自
在
王
仏
の
誓
願
に
つ
い
て
は

積
極
的
に
は
考
慮
し
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
弥
勒
の
存
在
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。『
大
阿
弥
陀
経
』
で
は
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
と
の
接

点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
が
、『
無
量
寿
経
』
で
は
弥
勒
の
存
在

を
「
本
経
典
を
受
持
す
る
未
来
仏
的
な
性
格
を
有
す
る
存
在
」
と
し
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４　

大
正
蔵
12
・
１
８
８
頁
・
中

５　

大
正
蔵
12
・
１
８
９
頁
・
上

６　

大
正
蔵
12
・
１
８
９
頁
・
上

７　

大
正
蔵
12
・
１
８
９
頁
・
上

８　

大
正
蔵
12
・
３
１
１
頁
・
上
～
中

９　

大
正
蔵
12
・
１
８
９
頁
・
上

10　

大
正
蔵
12
・
３
０
８
頁
・
上

11　

大
正
蔵
12
・
３
０
９
頁
・
上

12　

大
正
蔵
12
・
３
１
３
頁
・
下

13　

大
正
蔵
12
・
２
６
７
頁
・
上

14　

大
正
蔵
12
・
３
０
０
頁
・
下

15　

大
正
蔵
12
・
２
６
７
頁
・
上

16　

大
正
蔵
12
・
２
７
５
頁
・
下

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
ま
ず
『
無
量
寿
経
』
所
説
の
四
十
二
劫

説
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
よ
う
に
『
弥
勒
菩
薩
所

問
本
願
経
』
の
世
界
観
と
関
連
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

む
し
ろ
『
無
量
寿
経
』
自
体
が
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
と
の
関

連
性
を
拒
絶
し
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
次
に
『
無
量
寿
経
』
所

説
の
世
自
在
王
仏
に
つ
い
て
、『
大
阿
弥
陀
経
』
の
よ
う
に
『
弥
勒

菩
薩
所
問
本
願
経
』
と
の
関
連
か
ら
釈
尊
・
阿
弥
陀
仏
・
弥
勒
の
存

在
と
個
々
の
成
仏
の
過
程
を
知
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
法
蔵
菩
薩
の
師
仏
的
な
存
在
と
し

て
の
み
描
か
れ
、
他
の
性
格
は
排
除
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
現
行
『
無
量
寿
経
』
が
あ
く
ま
で
も
「
無
量
寿
仏

の
存
在
と
救
済
の
永
遠
性
」
を
主
旨
と
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の

で
あ
り
、『
無
量
寿
経
』
は
無
量
寿
仏
一
仏
の
み
で
経
典
内
の
世
界

観
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
結
果
、『
大
阿
弥
陀
経
』
内
に
看
取
す
る

こ
と
が
で
き
た
樓
夷
亘
羅
仏
の
由
来
を
全
て
削
除
し
た
も
の
と
推
察

で
き
る
。

１　

大
正
蔵
12
・
３
０
０
頁
・
下

２　

大
正
蔵
12
・
２
８
０
頁
・
上

３　

大
正
蔵
12
・
２
６
７
頁
・
下
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徳
」
で
は
な
く
、
文
字
通
り
「
あ
ら
ゆ
る
功
徳
」
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る１

。

　

つ
ま
り
松
本
氏
は
、
勝
劣
の
義
に
示
さ
れ
る
「
万
徳
所
帰
」
を

「
あ
ら
ゆ
る
功
徳
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
密
教
的
な

論
理
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
今
回
は
、
こ
う
い
っ
た
指
摘
が
妥

当
な
も
の
な
の
か
検
討
し
て
み
た
い
。

②
法
然
の
説
く
「
万
徳
所
帰
」
論

　

法
然
は
『
選
択
集
』
第
三
章
の
勝
劣
の
義
に
お
い
て
、

初
め
に
勝
劣
と
は
念
佛
は
勝
、
余
行
は
こ
れ
劣
な
り
。
ゆ
え
は

い
か
ん
と
な
れ
ば
、
名
号
は
こ
れ
萬
徳
の
帰
す
る
所
な
り
。
し

か
れ
ば
す
な
は
ち
弥
陀
一
佛
の
あ
ら
ゆ
る
四
智
・
三
身
・
十

力
・
四
無
畏
等
の
一
切
の
内
証
の
功
徳
、
相
好
・
光
明
・
説

法
・
利
生
等
の
一
切
の
外
用
の
功
徳
、
皆
悉
く
摂
在
せ
り
。
故

①
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
以
下
敬
称
を
略
す
）
は
、『
選
択
集
』
第
三
章
に
お

い
て
、
阿
弥
陀
仏
が
念
仏
を
選
択
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
試
み
に

「
勝
劣
の
義
」
と
「
難
易
の
義
」
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の

勝
劣
・
難
易
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
考
察
が
な
さ
れ
て

き
て
い
る
が
、
近
年
松
本
史
朗
氏
は
次
の
よ
う
な
指
摘
を
さ
れ
て
い

る
。

私
は
、
法
然
の
思
想
的
本
質
は
難
易
の
義
の
方
に
あ
る
と
考
え

る
が
、
私
が
批
判
的
に
扱
い
た
い
の
は
、
勝
劣
の
義
の
方
で
あ

り
、
端
的
に
言
っ
て
、
私
は
そ
こ
に
〝
行
の
神
秘
化
〟〝
専
修

の
密
教
性
〟
と
い
う
も
の
を
、
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
―
中
略
―
と
い
う
の
も
、「
万
徳
所
帰
」
の
「
万
徳
」
と

は
、「
阿
弥
陀
佛
が
因
位
に
あ
っ
た
と
き
修
し
た
す
べ
て
の
功

法
然
上
人
の
万
徳
所
帰
論
に
つ
い
て

曽　

根　

宣　

雄
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源
信
は
、『
観
心
略
要
集
』
に
お
い
て
、

仏
の
名
を
念
ず
と
は
、
其
の
意
云
何
ん
。
謂
く
、
阿
弥
陀
の
三

字
に
於
い
て
、
空
仮
中
の
三
字
を
観
ず
べ
き
な
り
。
彼
の
阿
と

は
則
ち
空
、
弥
と
は
則
ち
仮
、
陀
と
は
則
ち
中
な
り３

。

と
述
べ
、
阿
弥
陀
の
三
字
に
三
諦
を
配
当
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
阿
―
空
、

弥
―
仮
、
陀
―
中
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
じ
く
『
観
心

略
要
集
』
に
、
さ
ら
に
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

問
ふ
、
理
観
を
修
せ
ず
し
て
、
只
一
佛
の
名
号
を
称
す
る
人
、

往
生
を
得
る
や
い
な
や
、
如
何
。

答
ふ
、
亦
往
生
す
べ
き
こ
と
を
得
べ
き
な
り
。
彼
の
繫
念
定
生

の
願
に
、
未
だ
理
観
を
修
せ
よ
と
云
は
ず
。
聖
衆
来
迎
の
誓
ひ

は
、
只
是
れ
至
心
の
称
名
な
り
。
夫
れ
名
号
の
功
徳
莫
大
な
る

を
以
て
の
故
な
り
。
所
以
に
空
仮
中
の
三
諦
、
法
報
応
の
三
身
、

佛
法
僧
の
三
宝
、
三
徳
、
三
般
若
、
此
の
如
き
等
の
一
切
の
法

門
、
悉
く
阿
弥
陀
の
三
字
に
摂
す
。
故
に
其
の
名
号
を
唱
ふ
れ

ば
則
ち
八
万
の
法
蔵
を
誦
し
、
三
世
の
佛
身
を
持
つ
な
り４

。

こ
こ
は
、
理
観
に
比
し
て
称
名
念
仏
の
功
徳
が
劣
ら
な
い
こ
と
を
説

明
す
る
箇
所
で
あ
る
。
ま
ず
、
理
観
を
修
せ
ず
し
て
称
名
念
仏
を
修

し
た
人
は
、
往
生
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
源
信
は
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
す
る
こ
と
が
で

に
名
号
の
功
徳
最
も
勝
と
す
。
余
行
は
し
か
ら
ず
、
お
の
お
の

一
隅
を
守
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
劣
と
な
す２

。

と
説
い
て
い
る
。
ま
ず
、
名
号
を
万
徳
の
帰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と

す
る
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
一
仏
の
四
智
・
三
身
・
十
力
・
四
無
畏
等

の
内
証
と
相
好
・
光
明
・
説
法
・
利
生
等
の
外
用
の
功
徳
が
名
号
に

摂
在
す
る
と
し
て
い
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
内
証
と
は
、
所
証
の
理

（
内
な
る
悟
り
）
を
い
い
、
外
用
と
は
摂
化
利
生
の
用
（
救
済
の
は

た
ら
き
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
法
然
の
説
く

「
万
徳
所
帰
」
と
は
、
本
願
を
成
就
さ
れ
た
阿
弥
陀
仏
の
仏
身
上
に

具
足
さ
れ
た
す
べ
て
の
功
徳
が
名
号
に
摂
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
つ
ま
り
、
法
然
の
説
く
「
万
徳
所
帰
」

論
は
、
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の

所
有
す
る
「
内
証
外
用
の
あ
ら
ゆ
る
功
徳
」
な
の
で
あ
る
。
端
的
に

言
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
内
証
外
用
に
限
定
さ
れ
た
論
で
あ
る
と
い
え

る
の
で
あ
る
。

③
源
信
・
永
観
の
名
号
論

　

法
然
の
「
万
徳
所
帰
」
論
が
阿
弥
陀
仏
の
具
足
し
た
功
徳
で
あ
る

こ
と
は
、
確
認
さ
れ
た
が
、
で
は
他
の
諸
師
の
名
号
論
は
ど
う
な
の

だ
ろ
う
か
。
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と
述
べ
て
い
る
。
永
観
は
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の

初
発
心
か
ら
仏
果
に
至
る
ま
で
修
し
た
一
切
の
万
行
万
徳
が
こ
と
ご

く
具
足
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
の
み

な
ら
ず
、
十
方
諸
仏
の
功
徳
を
具
足
す
る
と
い
う
。
ま
た
一
切
の
如

来
は
、
阿
字
を
離
れ
な
い
の
で
、
念
仏
衆
生
は
諸
仏
に
護
念
さ
れ
、

阿
弥
陀
仏
の
名
号
は
あ
ら
ゆ
る
徳
を
具
足
す
る
の
で
、
南
無
阿
弥
陀

仏
と
称
え
れ
ば
、
広
大
無
尽
の
善
根
を
成
し
た
こ
と
に
な
る
と
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
源
信
は
、
名
号
の
中
に
三
諦
・
三
身
・
三
宝
・
三

徳
・
三
般
若
の
「
一
切
法
」
が
含
ま
れ
る
と
し
、
永
観
は
「
衆
徳
」

が
具
足
さ
れ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、

阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
中
に
「
あ
ら
ゆ
る
功
徳
」
が
含
ま
れ
る
と
し
て

い
る
点
で
あ
る
。

④
法
然
と
諸
師
の
相
違

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
法
然
の
説
く
「
万
徳
所
帰
」
と
は
、
阿
弥
陀

仏
一
仏
の
内
証
（
所
証
の
理
）
と
外
用
（
摂
化
利
生
の
用
）
を
言
う

の
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
所
有
の
功
徳
に
限
定
さ
れ
た
論
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
源
信
及
び
永
観
は
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
に
「
一
切

法
」「
衆
徳
」
と
い
う
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ

き
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
二
十
願
に
お
い
て
理
観
を
修
せ
と

は
説
い
て
お
ら
ず
、
聖
衆
来
迎
の
誓
い
は
至
心
の
称
名
念
仏
に
対
し

て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
し
、
そ
れ
は
名
号
の
功
徳
は
莫
大
で
あ

る
こ
と
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
阿
弥
陀
」
の
三
字
に
空
仮

中
の
三
諦
、
法
報
応
の
三
身
、
佛
法
僧
の
三
宝
、
智
断
恩
の
三
徳
、

実
相
・
観
照
・
方
便
の
三
般
若
が
摂
在
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
名
号
の
な
か
に
一
切
法
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

　

続
い
て
永
観
を
見
て
み
よ
う
。
永
観
は
『
往
生
十
因
』
に
お
い
て
、

故
に
知
ぬ
。
弥
陀
の
名
号
の
中
に
則
ち
彼
の
如
来
の
初
発
心
よ

り
、
乃
至
佛
果
ま
で
あ
ら
ゆ
る
一
切
の
万
行
万
徳
皆
悉
く
具
足

し
て
缼
減
あ
る
こ
と
な
し
。
弥
陀
一
佛
の
功
徳
の
み
に
あ
ら
ず
。

─

ま
た
十
方
諸
佛
の
功
徳
を
摂
す
。
一
切
の
如
来
は
、
阿
字
を
離

れ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
此
に
因
り
て
、
念
佛
の
者
は
諸
佛
に
護

念
せ
ら
る
。
今
此
の
佛
号
は
文
字
少
な
し
と
雖
も
、
衆
徳
を
具

足
す
。
如
意
珠
の
形
体
少
な
し
雖
も
、
無
量
の
財
を
雨
ふ
ら
す

が
如
し
。
い
か
に
況
ん
や
四
十
二
字
の
功
徳
円
融
無
礙
に
し
て

一
字
に
各
の
諸
字
の
功
徳
を
摂
す
。
阿
弥
陀
の
名
も
是
の
如
し
。

無
量
不
可
思
議
の
功
徳
を
以
て
合
成
せ
り
。
ひ
と
た
び
南
無
阿

弥
陀
佛
と
称
う
れ
ば
、
則
ち
広
大
無
尽
の
善
根
を
成
す５

。
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を
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
四
智
・
三
身
・
十
力
・
四

無
畏
等
は
、
阿
弥
陀
仏
の
内
な
る
悟
り
の
功
徳
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
内
証
と
は
、
有
漏
を
離
れ
た
境
界
を
意
味
す

る
の
で
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
法
然
の
捉
え

た
阿
弥
陀
仏
と
は
及
び
浄
土
と
は
、
あ
く
ま
で
も
無
漏
の
境
界
に
あ

っ
て
の
有
相
の
仏
で
あ
り
浄
土
な
の
で
あ
る８

。

　

そ
れ
に
対
し
、
源
信
・
永
観
は
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
中
に
「
す

べ
て
の
法
（
一
切
法
）・
す
べ
て
の
功
徳
（
衆
徳
）」
が
含
ま
れ
る
と

す
る
。
こ
れ
は
、
小
さ
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
法
然
の
解
釈
と

は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
「
万
法
の
弥

陀
」
説
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
中
に
お
い
て
指
摘
し
た
が
「
万
法

の
弥
陀
」
と
い
う
定
義
は
、
有
漏
無
漏
の
す
べ
て
が
阿
弥
陀
仏
の
中

に
摂
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
佛
の
中
に
森
羅

万
象
・
苦
楽
等
の
娑
婆
世
界
の
現
象
ま
で
も
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る９

。「
す
べ
て
の
法
（
一
切
法
）・
す
べ
て
の
功
徳
（
衆
徳
）」

が
名
号
に
摂
在
す
る
と
い
う
解
釈
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
阿
弥
陀

仏
の
名
号
の
中
に
す
べ
て
が
摂
在
す
る
と
い
う
論
理
は
、
阿
弥
陀
仏

が
す
べ
て
を
内
包
す
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
り
、
有
漏
無
漏
の
両
義

を
含
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
阿
弥
陀
仏
は
、
極
楽

浄
土
を
構
え
て
い
る
仏
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
必
然
的
に
す

の
こ
と
自
体
は
、
末
木
文
美
士
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る６

。
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
違
い
が
何
を
意
味
す
る
も
の
な
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
は
名
号
に
「
す
べ
て
の
法
（
一
切
法
）・

す
べ
て
の
徳
（
衆
徳
）」
が
含
ま
れ
る
と
い
う
解
釈
と
「
阿
弥
陀
仏

所
有
の
功
徳
」
が
含
ま
れ
る
と
す
る
解
釈
の
違
い
は
何
で
あ
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

法
然
は
、『
逆
修
説
法
』
六
七
日
に
お
い
て
永
観
の
『
往
生
十
因
』

の
説
示
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

南
無
阿
弥
陀
佛
と
申
す
功
徳
殊
勝
な
る
こ
と
は
、
通
号
の
佛
と

い
う
一
字
の
故
な
り
。
阿
弥
陀
と
云
う
名
号
の
目
出
た
貴
も
、

彼
の
佛
の
名
号
な
る
が
故
な
り
。
然
る
に
阿
弥
陀
の
三
字
を
名

に
付
き
給
え
る
故
に
、
功
徳
殊
勝
な
る
佛
に
て
坐
す
様
に
申
す

人
も
候
。
其
れ
は
僻
事
に
て
候
な
り７

。

　

法
然
は
、
阿
弥
陀
仏
の
「
仏
」
と
い
う
通
号
が
あ
る
故
に
殊
勝
の

功
徳
が
あ
る
の
だ
と
し
、「
阿
弥
陀
」
の
三
字
に
功
徳
が
あ
る
と
す

る
論
理
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
本
願
成
就

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
に
功
徳
が
具
わ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。

　

法
然
の
説
く
阿
弥
陀
仏
と
は
、
本
願
成
就
に
よ
っ
て
真
如
の
理
を

悟
り
（
内
証
＝
所
証
の
理
）、
救
済
作
用
（
外
用
＝
摂
化
利
生
の
用
）
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「
す
べ
て
の
法
（
一
切
法
）・
す
べ
て
の
功
徳
（
衆
徳
）」
が
摂
在
す

る
の
で
は
な
く
、「
内
証
・
外
用
」
の
功
徳
が
摂
在
す
る
こ
と
は
、

阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い11

。
い
う
な
れ
ば
名
号
に
「
す
べ
て
の
法
（
一
切
法
）・
す
べ

て
の
功
徳
（
衆
徳
）」
を
含
ま
ず
、
自
ら
の
「
内
証
・
外
用
」
の
功

徳
を
含
む
と
さ
れ
た
の
は
阿
弥
陀
仏
の
選
択
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

　

源
信
・
永
観
の
名
号
観
と
法
然
の
説
く
「
万
徳
所
帰
」
論
は
、
一

見
似
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
内
容
は
大

き
く
異
な
っ
て
い
る
。
法
然
は
弥
陀
の
名
号
の
功
徳
の
中
に
「
す
べ

て
の
法
（
一
切
法
）・
す
べ
て
の
功
徳
（
衆
徳
）」
を
含
む
と
せ
ず
、

阿
弥
陀
仏
の
内
証
・
外
用
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
救
済
者

弥
陀
・
被
救
済
者
凡
夫
、
願
浄
土
・
厭
穢
土
」
と
い
う
構
図
を
実
現

し
た
の
で
あ
る
。

１　

松
本
史
朗
著
『
道
元
思
想
論
』
一
一
三
～
一
一
四
頁
。

２　

浄
土
宗
聖
典
版
『
選
択
集
』
二
四
～
二
五
頁
。
ち
な
み
に
『
往

生
浄
土
用
心
』
で
は
内
証
外
用
に
つ
い
て
、

彌
陀
如
來
こ
の
事
を
か
な
し
み
お
ほ
し
て
、
法
蔵
菩
薩
と
申

し
ゝ
い
に
し
へ
、
我
等
か
行
し
か
た
き
僧
祇
の
苦
行
を
、
兆

載
永
刧
の
あ
ひ
た
、
功
を
つ
み
徳
を
か
さ
ね
て
、
阿
彌
陀
ほ

べ
て
を
司
っ
て
い
る
仏
、
も
し
く
は
す
べ
て
は
弥
陀
の
顕
現
で
あ
る

と
い
う
論
理
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
捉
え
方
は
、

ひ
い
て
は
「
佛
と
凡
夫
」「
浄
土
と
穢
土
」「
煩
悩
と
菩
提
」
を
一
元

的
に
解
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
名
号
に
、
内
証
（
所
証
の
理
）
と
外
用
（
摂
化
利

生
の
用
）
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
仏
身
上
に
備
え
ら
れ
た
功
徳
が
摂
在

す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
無
漏
の
境
界
に
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
名

号
の
功
徳
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
功
徳
に
有
漏
は
含
ま
れ

な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る11

。
法
然
に
と
っ
て
の
阿
弥
陀
仏
は
、

無
為
涅
槃
界
に
あ
っ
て
の
有
相
の
仏
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
と
凡
夫
は
、

相
即
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
救
済
者
と
被
救
済
者

と
い
う
二
元
的
な
関
係
に
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
及
び
浄
土
は
、
凡
夫
及

び
穢
土
を
超
越
し
た
仏
で
あ
り
場
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

阿
弥
陀
仏
の
功
徳
に
有
漏
等
が
内
包
さ
れ
る
な
ら
ば
、
有
漏
の
諸
現

象
は
阿
弥
陀
仏
の
顕
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
弥
陀
と
凡

夫
、
浄
土
と
穢
土
と
い
う
構
図
自
体
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

⑤
お
わ
り
に

　
「
万
徳
所
帰
」
と
い
う
定
義
は
あ
く
ま
で
も
、
阿
弥
陀
仏
の
選
択

に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
名
号
に
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７　
『
昭
法
全
』
二
七
〇
頁

８　

拙
稿
『
浄
土
教
に
お
け
る
仏
辺
と
機
辺
』
に
つ
い
て
（
仏
教
文

化
学
会
紀
要
第
一
二
号
所
収
）
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

９　

た
と
え
ば
、
天
台
の
忍
空
『
勧
心
往
生
論
』（
一
一
五
四
年
撰

述
、
一
一
五
五
年
再
治
）
に
説
か
れ
る
「
万
法
の
弥
陀
」
で
は
、

万
法
即
弥
陀
と
い
う
定
義
の
も
と
で
、
森
羅
万
象
の
す
べ
て

（
地
獄
ま
で
も
が
）
阿
弥
陀
佛
の
顕
現
と
さ
れ
て
い
る
。（
拙
稿

「
万
法
の
弥
陀
に
つ
い
て
」・『
佛
教
論
叢
』
第
五
十
三
号
所
収
）

10　

内
証
と
い
う
の
は
、
真
如
の
理
を
踏
ま
え
た
上
で
の
証
果
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。

11　

林
田
康
順
氏
稿
「
法
然
上
人
「
選
択
思
想
」
と
「
勝
劣
難
易
二

義
」
の
位
置
」（『
佛
教
論
叢
』
第
四
十
三
号
所
収
）
参
照
。

と
け
に
な
り
給
へ
り
。
一
佛
に
そ
な
へ
給
へ
る
四
智
三
身
十

力
四
無
畏
等
の
一
切
の
内
證
の
功
徳
、
相
好
光
明
説
法
利
生

等
の
外
用
の
功
徳
、
さ
ま
さ
ま
な
る
を
、
三
字
の
名
號
の
な

か
に
お
さ
め
い
れ
て
、
こ
の
名
號
を
十
聲
一
聲
ま
て
も
と
な

へ
ん
物
を
、
か
な
ら
す
む
か
へ
ん
、
も
し
む
か
へ
す
は
、
わ

れ
佛
に
な
ら
し
と
ち
か
ひ
給
へ
る
に
、
か
の
佛
い
ま
現
に
世

に
ま
し
ま
し
て
佛
に
な
り
給
へ
り
。
名
號
を
と
な
へ
ん
衆
生

往
生
う
た
か
ふ
へ
か
ら
す
と
、
善
導
も
お
ほ
せ
ら
れ
て
候
也
。

（『
昭
法
全
』
五
五
七
～
五
五
八
頁
）

　
　

と
説
か
れ
て
い
る
。

３　
『
恵
心
僧
都
全
集
』
一
、
二
七
七
頁
。

４　
『
観
心
略
要
集
の
新
研
究
』
六
六
頁
。

５　
『
浄
全
』
十
五
、
三
七
二
頁
。

６　

末
木
文
美
士
氏
は
、
阿
弥
陀
三
諦
説
に
お
い
て
は
名
号
に
三
諦

を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
真
理
を
摂
在
し
て
い
る
と
す
る

の
に
対
し
、
法
然
の
説
く
名
号
は
弥
陀
所
有
の
一
切
功
徳
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。（『
鎌
倉
佛
教
展
開
論
』
一
四
四
頁
。）
た

だ
し
、
末
木
氏
は
、
三
諦
説
が
法
然
の
名
号
勝
行
説
に
影
響
を

与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
見
解

が
異
な
る
。
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称
名
念
仏
が
往
生
の
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
十
種
の
因
に
よ
っ
て
示

す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
示
さ
れ
る
「
拾
因
」
と
は
以
下
の
内
容
で

あ
る
。

　
　

一
、
広
大
善
根
の
故　

二
、
衆
罪
消
滅
の
故

　
　

三
、
宿
縁
深
厚
の
故　

四
、
光
明
摂
取
の
故

　
　

五
、
聖
衆
護
持
の
故　

六
、
極
楽
化
主
の
故

　
　

七
、
三
業
相
応
の
故　

八
、
三
昧
発
得
の
故

　
　

九
、
法
身
同
体
の
故　

十
、
随
順
本
願
の
故

　

先
行
研
究
で
は
、
こ
の
う
ち
第
七
因
か
ら
第
九
因
を
中
心
に
扱
い
、

永
観
の
浄
土
教
思
想
の
性
格
を
位
置
づ
け
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は

第
八
因
の
終
わ
り
に
「
十
因
の
興
意
、
斯
の
因
に
在
り２

」
と
あ
る
こ

と
、
ま
た
、『
往
生
拾
因
』
の
注
釈
書
『
往
生
拾
因
私
記
』
を
著
し

た
了
恵
が
こ
の
点
を
引
き
、
永
観
が
念
仏
行
を
勧
め
る
の
は
三
昧
を

発
す
た
め
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
く
る
と
思
わ
れ
る
。

は
じ
め
に

　

永
観
の
念
仏
は
、
し
ば
し
ば
法
然
の
念
仏
と
比
較
さ
れ
、
論
じ
ら

れ
て
き
た
。
先
行
研
究
で
の
評
価
は
、「
一
心
」「
三
昧
発
得
」「
法

身
同
体
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
も
と
に
、
称
名
を
説
く
が
根
本

的
立
場
は
法
然
と
相
容
れ
な
い
、
永
観
の
浄
土
教
思
想
は
聖
道
門
の

立
場
を
脱
却
し
て
い
な
い
、
と
い
っ
た
法
然
浄
土
教
的
視
点
か
ら
の

批
判
的
な
も
の
が
多
い１

。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
い
っ
た
ん
そ
の
枠

組
み
を
外
し
、
永
観
の
主
著
『
往
生
拾
因
』
を
も
と
に
、
永
観
が
ど

の
よ
う
な
念
仏
を
行
と
し
て
規
定
し
、
ま
た
そ
こ
で
何
を
目
指
し
て

い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
い
く
。

一
、『
往
生
拾
因
』
と
そ
の
研
究
視
点

　
『
往
生
拾
因
』
は
、
康
和
年
間
に
撰
述
さ
れ
た
永
観
の
著
作
で
、

永
観
の
念
仏
観

高　

瀬　

顕　

功
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火
急
に
称
名
し
、
懐
感
の
旧
儀
に
順
っ
て
励
声
に
念
仏
せ
よ５

」
か
ら

既
に
う
か
が
え
、
第
一
因
に
お
い
て
は
、「
凡
夫
の
行
者
煩
悩
の
胎

の
中
に
し
て
、
一
た
び
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
す
る
、
こ
の
一
音
声
は

余
の
音
声
に
勝
れ
る
こ
と
頻
伽
卵
の
声
、
衆
鳥
に
勝
る
が
如
し６

」
と

い
い
、
さ
ら
に
章
末
の
沙
弥
教
信
と
勝
如
の
往
生
伝
に
も
み
ら
れ
る７

。

ま
た
、
第
七
因
で
は
、「
声
を
し
て
絶
え
ず
仏
号
を
称
念
す８

」
る
こ

と
こ
そ
が
三
業
相
応
の
念
仏
行
で
あ
り
、『
観
無
量
寿
経
』
を
引
い

て
「
心
を
至
し
て
称
名
し
て
、
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
よ９

」
と
、

は
っ
き
り
と
称
名
の
優
位
性
を
説
い
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
永
観
の
念
仏
行
は
、
称
名
の
一
行
だ
け
に
と
ど
ま

ら
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
八
因
に
は
、

行
者
若
し
衰
老
に
及
ん
で
励
声
に
堪
へ
ず
ん
ば
、
試
み
に
地
想

観
を
作
せ
。（
中
略
）
若
し
此
の
地
を
観
ず
る
者
は
八
十
億
劫

の
生
死
の
罪
を
除
き
、
身
を
他
世
に
捨
て
、
必
ず
浄
国
に
生
ず
。

心
に
疑
ひ
無
き
こ
と
を
得
よ
。
斯
の
説
誠
な
る
か
な
。
往
生
浄

土
の
業
、
観
地
の
法
に
如
く
は
無
し11

。

と
、
観
想
念
仏
が
往
生
業
と
し
て
説
か
れ
て
お
り
、
ま
た
、
先
行
研

究
で
は
常
に
論
じ
ら
れ
る
、
第
九
因
法
身
同
体
の
章
に
も
そ
の
趣
意

は
表
れ
て
い
る
。

　

第
九
因
冒
頭
部
で
は
、『
大
乗
起
信
論
』
を
引
き
、

た
し
か
に
、
永
観
が
念
仏
に
よ
っ
て
目
指
し
た
の
は
三
昧
発
得
で
あ

っ
た
こ
と
は
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
で
は
、
続
く
第
九

因
の
法
身
同
体
観
を
観
ず
る
こ
と
が
三
昧
発
得
で
あ
り
、
永
観
の
念

仏
は
、
結
局
は
観
想
念
仏
に
帰
着
す
る
と
い
う
説
が
多
い
。
こ
れ
は
、

永
観
が
密
教
色
の
濃
い
三
論
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
導
か
れ

る
結
論
で
あ
る
が
、
宗
教
的
実
践
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
永
観
が
、
自

身
の
念
仏
観
を
こ
の
一
点
の
み
に
帰
着
さ
せ
る
だ
ろ
う
か３

。
永
観
は

跋
文
で
、「
一
因
と
し
て
十
因
の
行
を
具
え
ず
と
い
う
こ
と
無
し
、

一
念
と
し
て
九
品
の
因
を
成
ぜ
ず
と
い
う
こ
と
無
し４

」
と
し
て
、
一

因
に
十
因
が
具
わ
り
、
極
楽
往
生
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
十
因
は
並
列
か
つ
、
相
互
内
在
的
な
関
係
に

あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
視
点
に
立
っ
て
、
次
章
で
は

『
往
生
拾
因
』
の
中
で
、
永
観
が
念
仏
行
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
、

さ
ら
に
は
「
法
身
同
体
」
を
ど
の
よ
う
に
往
生
浄
土
と
結
び
つ
け
た

か
を
み
て
い
く
。

二
、
永
観
の
念
仏
行

　
『
往
生
拾
因
』
に
お
け
る
永
観
の
念
仏
行
に
対
す
る
記
述
は
、
観

想
念
仏
の
要
素
を
含
む
も
の
の
、
声
に
出
す
称
名
念
仏
が
強
く
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
序
に
み
ら
れ
る
、「
道
綽
の
遺
誡
に
依
っ
て
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身
同
体
と
は
、
諸
法
は
無
自
性
で
あ
り
、
本
来
は
分
別
無
き
も
の
で

あ
る
た
め
、
仏
と
衆
生
と
は
本
質
的
に
は
同
一
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
。

こ
れ
は
密
教
で
目
指
す
と
こ
ろ
の
即
身
成
仏
に
通
じ
る
考
え
方
で
も

あ
る
が
、
永
観
は
こ
の
感
得
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
仏
と
衆
生
が
同
体
不
二
で
あ
る
こ
と
を
往
生
の
一
因
と
し
て
主
張

し
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
あ
き
ら
か
に
即
身
成
仏
と

は
違
う
、
往
生
の
因
と
し
て
の
法
身
同
体
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、『
往
生
拾
因
』
で
示
さ
れ
る
法
身
同
体
と

は
、
往
生
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

念
仏
に
よ
る
極
楽
往
生
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
永
観
は
、
念
仏
行
と
し
て
、
称
名
を
強
く
説
き
な

が
ら
も
、
観
想
も
行
と
し
て
認
め
た
。
さ
ら
に
、
法
身
同
体
を
あ
く

ま
で
も
往
生
の
因
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、
行
を
支
え
る
根
拠
と

し
て
往
生
業
に
取
り
込
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
念
仏
行
の
両
義
性
は
十

因
の
中
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
十
念
の
釈
に
つ
い
て

『
往
生
論
註
』
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

問
ふ
て
曰
く
、「
幾
ば
く
の
時
を
か
名
づ
け
て
一
念
と
す
る

や
。」
答
え
て
曰
く
、「
百
一
の
生
滅
を
一
刹
那
と
名
づ
け
、
六

十
の
刹
那
を
名
づ
け
て
一
念
と
す
。
此
の
中
に
念
と
云
ふ
は
、

『
起
信
論
』
に
云
は
く
、「
修
多
羅
の
説
の
如
し
、
若
し
人
西
方

極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
を
専
念
し
て
、
所
修
の
善
根
を
回
向
し

て
、
彼
の
世
界
に
生
ぜ
ん
と
願
求
せ
ば
、
即
ち
往
生
を
得
て
、

常
に
仏
を
見
る
が
故
に
、
終
に
退
く
こ
と
な
し
。
若
し
彼
の
仏

の
真
如
法
身
を
観
じ
、
常
に
勤
め
て
修
習
せ
ば
、
畢
竟
往
生
し

て
正
定
に
住
す
る
が
故
に
」
已
上
。（
中
略
）
今
諸
法
無
自
性

を
以
て
の
故
に
、
法
性
阻
て
無
く
、
法
界
一
相
な
り
。
是
れ
一

相
の
故
に
心
分
別
無
し
。
分
別
無
き
が
故
に
妄
念
即
ち
止
み
如

来
の
平
等
法
身
を
頓
悟
す
。
仏
と
衆
生
と
は
同
体
無
異
な
り
。

衆
生
同
体
の
仏
な
れ
ば
穢
土
を
利
す
る
に
障
り
無
く
、
諸
仏
同

体
の
生
な
れ
ば
浄
土
に
往
く
に
何
ぞ
隔
て
ん11

。

と
、
阿
弥
陀
仏
の
真
如
法
身
を
観
ず
る
こ
と
が
浄
土
往
生
を
可
能
に

し
、
正
定
を
得
る
行
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
第
九

因
章
末
に
は
、『
心
性
罪
福
因
縁
集
』
か
ら
の
摘
要
と
み
ら
れ
る
、

比
丘
の
話
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
説
話
の
挿
入
は
、
法
身
を
観
じ
、

諸
法
の
真
如
一
味
を
観
じ
る
こ
と
を
行
と
し
て
示
す
意
図
で
行
わ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る11

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
示
さ
れ
る
念
仏
と

は
観
想
念
仏
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
先
の
第
九
因
冒
頭
部
は
、
永
観
が
法
身
同
体
を
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
部
分
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
、
法
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れ
る
「
一
心
」
が
、
倶
舎
や
唯
識
で
い
う
と
こ
ろ
の
等
持
定
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る11

。
そ
し
て
、「
和
尚
（
善
導
大
師
）
は
既
に
是

れ
三
昧
発
得
の
人
な
り
、
豈
に
謬
り
あ
ら
ん
や
。
故
に
知
ん
ぬ
、
一

心
と
は
等
持
定
な
り
と11

。」
と
い
い
、
一
心
と
は
す
な
わ
ち
三
昧
発

得
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
に
先
ん
じ
て
、
一
心
（
＝
三
昧

発
得
）
の
様
子
が
経
論
か
ら
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
紹
介
し

た
い
。『

文
殊
般
若
』
の
下
巻
に
云
は
く
、「
仏
言
は
く
、
若
し
善
男
子

善
女
人
、
一
行
三
昧
に
入
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
応
に
空
閑
に
処
し

て
諸
の
乱
意
を
捨
て
、
相
貌
を
取
ら
ず
、
心
を
一
仏
に
繋
げ
て

専
ら
名
号
を
称
し
、
仏
の
方
所
に
随
っ
て
端
身
正
向
し
て
、
能

く
一
仏
に
於
い
て
念
々
相
続
す
べ
し
。
即
ち
念
中
に
於
い
て
能

く
過
去
未
来
現
在
の
諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
る11

。」

善
導
和
尚
云
は
く
、「
若
し
口
称
三
昧
を
得
れ
ば
心
眼
即
ち
開

き
、
彼
の
浄
土
の
一
切
の
荘
厳
を
見
る11

。」

　

こ
の
よ
う
に
経
論
か
ら
、
三
昧
の
状
態
で
は
、
視
覚
的
認
知
と
し

て
諸
仏
や
浄
土
の
荘
厳
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
説
く
。
右
の
「
善
導
和

尚
云
は
く
―
」
は
、『
観
念
法
門
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
そ
の

原
典
中
に
も
先
の
『
文
殊
般
若
経
』
が
引
か
れ
る
部
分
が
あ
る
。
そ

此
の
時
節
を
ば
取
ら
ざ
る
な
り
。
但
、
阿
弥
陀
仏
を
臆
念
す
る

を
言
ふ
。
若
し
は
総
相
、
若
し
は
別
相
、
所
観
の
縁
に
随
て
心

に
他
相
無
く
、
十
念
相
続
す
る
を
名
づ
け
て
十
念
と
す
。
但
し
、

名
号
を
称
ふ
る
こ
と
も
亦
復
た
是
の
如
し11

。」

　

こ
こ
で
は
、「
念
」
と
は
所
観
の
縁
に
随
っ
て
他
相
な
く
観
ず
る

こ
と
で
あ
る
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
後
に

「
名
号
を
称
ふ
る
こ
と
も
亦
復
た
是
の
如
し
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
名

号
を
称
え
る
称
名
念
仏
は
、
阿
弥
陀
仏
を
臆
念
す
る
観
想
と
同
じ
で

あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
永
観
に
と
っ
て
念
と
は
観
念

で
あ
り
、
ま
た
称
念
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
観
」、「
称
」
並

立
こ
そ
が
、
永
観
の
念
仏
行
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
三
昧
発
得
と
見
仏

　

行
に
お
い
て
称
名
、
観
想
を
と
も
に
認
め
た
永
観
が
、
念
仏
行
に

よ
っ
て
三
昧
発
得
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
先
行
研
究
に
も
示
さ
れ

て
い
る
。
で
は
、
永
観
の
い
う
三
昧
発
得
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
称
名
念
仏
、
観
想
念
仏
が
説
か
れ
る
そ
れ
ぞ

れ
の
記
述
か
ら
、
そ
こ
で
示
さ
れ
る
三
昧
発
得
を
導
き
、
永
観
が
三

昧
発
得
で
目
指
し
て
い
た
も
の
を
考
察
す
る
。

　

ま
ず
、
第
八
因
は
、「
一
心
に
阿
弥
陀
仏
を
称
念
せ
ば
」
で
示
さ
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い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
声
を
大
き
く
は
り
あ
げ
る
念
仏
が
、「
見

仏
」
と
い
う
三
昧
発
得
の
た
め
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
視
覚
的
な
見
仏
は
、
観
念
的
な
観
仏
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
、
観
想
念
仏
で
は
ど
の
よ
う
な
三
昧
の
獲
得
が
目
指
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
第
八
因
で
は
、
年
老
い
て
励
声
に
念
仏
を
勤
め
る

こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
ら
観
想
せ
よ
と
い
う
記
述
箇
所
が
あ
る
が
、

そ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
に
三
昧
の
状
態
を
表
し
て
い
る
。

行
者
若
し
衰
老
に
及
ん
で
励
声
に
堪
へ
ず
ん
ば
、
試
み
に
地
想

観
を
作
せ
。
将
に
今
入
観
せ
ん
と
せ
ば
、
略
し
て
五
位
有
り
。

初
め
は
肉
眼
を
も
っ
て
目
を
閉
じ
て
闇
夜
に
対
す
る
が
如
く
せ

よ
。
次
に
池
水
の
想
を
作
せ
。
既
に
池
を
見
已
っ
て
当
に
氷
想

を
起
す
べ
し
。
氷
の
映
徹
す
る
を
見
て
瑠
璃
の
想
を
作
さ
ば
、

影
像
粗
く
現
れ
ん
。
次
に
影
像
纔
か
に
現
る
と
雖
も
猶
未
だ
明

相
を
得
ず
。（
中
略
）
念
々
に
之
を
観
じ
て
極
め
て
明
了
な
ら

し
め
よ
。
行
者
即
ち
瑠
璃
の
地
に
居
る
を
念
ず
。
但
し
、
目
を

閉
じ
れ
ば
見
え
、
開
け
ば
見
え
ず
。
已
上
の
二
観
は
水
想
観
な

り
。
次
に
已
に
心
住
を
得
て
三
昧
漸
く
発
し
粗
く
浄
妙
瑠
璃
の

宝
地
の
内
外
映
徹
を
見
る
。
目
を
閉
じ
、
目
を
開
く
に
散
失
せ

し
め
ず
。
是
れ
を
影
像
成
就
と
名
づ
く
。
次
に
影
像
成
ず
と
雖

こ
で
は
、
と
も
に
見
仏
浄
土
三
昧
増
上
縁
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
経
論
は
、
見
仏
が
可
能
で
あ
る
因
縁
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
後
に
、『
釈
浄
土
群
疑
論
』
を
取
り
上
げ
て
以
下

の
よ
う
に
い
う
。

又
、
感
禅
師
の
云
は
く
、「
念
仏
定
を
学
せ
ば
、
声
を
し
て
絶

え
ざ
ら
し
め
よ
。
遂
に
三
昧
を
得
て
仏
、
聖
衆
を
見
る
。
故
に

大
集
日
蔵
分
経
に
言
は
く
、
大
念
は
大
仏
を
見
、
小
念
と
は
小

仏
を
見
る
。
大
念
と
は
大
声
称
仏
な
り
、
小
念
と
は
小
声
称
仏

な
り
。
斯
れ
即
ち
聖
教
な
り
。
何
ぞ
惑
ひ
有
ら
ん
や
。
現
に
見

る
に
即
ち
今
諸
の
修
学
の
者
、
励
声
に
念
仏
せ
ば
三
昧
成
り
易

し
、
小
声
に
称
仏
せ
ば
馳
散
多
し
。
此
れ
乃
ち
学
す
者
の
所
知

な
り
。
外
人
の
暁
す
に
非
ず
。
子
、
若
し
信
ぜ
ず
ん
ば
、
請
ふ

試
み
に
学
せ
よ
。
も
し
得
る
こ
と
無
く
ん
ば
、
修
せ
ざ
れ
。
何

ぞ
疑
惑
す
る
や11

。」

　

こ
こ
で
も
、
三
昧
を
得
た
状
態
と
は
、
仏
や
聖
衆
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
た
め
に
は
「
声
を
し
て
絶
え
ざ

ら
し
め
る
」
励
声
念
仏
を
勧
め
て
い
る
。
大
念
と
は
大
仏
を
見
る
こ

と
で
あ
り
、
大
念
と
は
大
声
に
念
仏
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

小
声
で
は
集
中
力
が
散
漫
に
な
り
、
小
仏
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
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と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
視
覚
的
に
浄
土
を
と
ら
え
る
こ
と
は
何
を

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
永
観
に
限
ら
ず
、
浄
土
教
者
が
お
し
な

べ
て
そ
の
最
終
目
標
と
す
る
の
は
、
偏
に
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
念
仏
者
に
と
っ
て
、
往
生
の
確
信
を
得
る
と
い
う
こ
と

は
、
ま
た
一
つ
の
目
的
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
往
生
が
確
約
さ

れ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
「
何
か
」
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
見
仏
と
は
永
観
に
と
っ
て
往
生
の
確

信
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。『
拾
遺

往
生
伝
』
に
も
あ
る
よ
う
、
永
観
は
、
仏
舎
利
供
養
を
し
て
順
次
往

生
を
発
願
し
、
そ
の
可
否
を
仏
舎
利
の
増
殖
に
託
し
て
い
る
よ
う
に
、

往
生
の
証
を
し
ば
し
ば
求
め
て
い
る11

。
そ
の
よ
う
な
永
観
が
、
決
定

往
生
を
裏
付
け
る
証
拠
を
、「
見
仏
」
に
求
め
た
と
し
て
も
何
ら
不

思
議
で
は
な
い11

。
今
、『
拾
遺
往
生
伝
』
に
お
け
る
永
観
の
実
践
を

み
て
み
る
と
、「
弥
陀
の
宝
号
を
唱
へ
奉
る
こ
と
幾
許
な
る
か
を
知

ら
ず
。
初
め
は
毎
日
に
一
万
遍
、
後
に
亦
六
万
遍
、
別
に
百
万
遍
を

満
る
こ
と
三
百
度11

」
と
励
声
念
仏
を
勤
め
、「
漸
く
暮
年
に
及
ん
で
、

舌
乾
き
喉
枯
れ
て
、
只
観
念
を
事
と
せ
り11

。」
と
、
観
想
念
仏
も
修

し
た
と
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、「
拳
印
を
結
ん
で
極
楽
の
地

を
思
惟
す
る
に
、
夢
想
の
中
に
丈
六
の
尊
像
を
見
た
り
。
覚
め
て
後
、

も
、
猶
想
心
の
見
な
り
。
今
、
想
を
借
り
ず
直
ち
に
浄
妙
瑠
璃

の
宝
地
の
奇
麗
清
浄
に
し
て
衆
綵
雑
飾
し
、
微
妙
赫
奕
と
し
て

了
々
分
明
な
る
を
見
る
。
是
れ
を
所
作
成
就
と
名
づ
く
。
已
上

の
二
観
は
地
想
観
な
り11

。

　

こ
の
部
分
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
水
想
観
、
地
想
観
の
記
述
よ
り

着
想
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
観
想

の
う
ち
、「
影
像
成
就
」
と
「
所
作
成
就
」
が
三
昧
発
得
の
状
態
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。「
目
を
閉
じ
れ
ば
見
え
、
開
け
ば
見
え
」
な
く

な
っ
て
し
ま
う
水
想
観
を
経
て
、
そ
の
先
の
地
想
観
で
は
、
三
昧
を

得
て
、
浄
土
の
様
相
が
目
を
開
い
て
も
散
失
し
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
次
の
段
階
で
は
、
想
を
な
さ
な
く
て
も
浄
土
の
清
浄

に
し
て
微
妙
な
る
様
を
分
明
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

水
想
観
か
ら
順
に
説
き
な
が
ら
も
、「
行
者
若
し
衰
老
に
及
ん
で

励
声
に
堪
へ
ず
ん
ば
、
試
み
に
地
想
観
を
作
せ
。」
と
地
想
観
を
勧

め
る
の
は
、
地
想
観
に
よ
っ
て
三
昧
が
発
得
し
、「
観
浄
土
」
で
は

な
い
、「
見
浄
土
」
を
体
得
さ
せ
ん
が
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
観
法
で
見
え
る
の
は
仏
や
聖
衆
で
は
な
い
が
、
浄

土
の
荘
厳
を
視
覚
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
や
は
り
、

三
昧
の
状
態
と
は
、
具
体
的
映
像
と
し
て
仏
や
浄
土
を
と
ら
え
る
こ



─ 203 ─

あ
り
、
永
観
の
い
う
三
昧
発
得
と
は
、「
見
仏
」、「
見
浄
土
」
と
い

う
よ
う
な
、
具
体
的
様
相
を
視
覚
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
称
名
、
観
想
の
念
仏
行
に
よ
っ
て
三
昧
発
得
を
目
指

し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
行
の
う
ち
で
も
三
昧
を
得
や
す
い
、
三

業
相
応
の
行
で
あ
る
称
名
念
仏
を
特
に
勧
め
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
永
観
の
念
仏
は
、
往
生
の
確
信
を
得
る
た
め
に
三
昧
発

得
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
三
昧
発
得
が
往
生
の
必
要
条
件
で

あ
る
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
詳
述

し
な
い
が
、
他
の
因
で
は
、
広
大
善
根
で
あ
っ
た
り
、
衆
罪
消
滅
で

あ
っ
た
り
、
聖
衆
護
持
で
あ
っ
た
り
と
、
念
仏
行
に
対
す
る
別
の
価

値
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

永
観
が
自
身
の
行
と
し
て
課
す
念
仏
と
は
別
に
、
受
け
手
の
機
根
に

合
わ
せ
た
念
仏
の
あ
り
方
を
認
め
る
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で

あ
り11

、
十
因
並
列
の
視
点
に
立
て
ば
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
永
観
の
念

仏
観
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

１　

永
観
浄
土
教
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
大
谷
旭
雄
「
永
観
―

念
仏
宗
の
人
―
」（『
法
然
浄
土
教
と
そ
の
周
縁　

乾
』、
山
喜

房
、
二
〇
〇
七
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
香
月
乗
光
「
永
観
の
浄

土
教
―
特
に
法
然
と
の
関
連
に
つ
い
て
―
」（『
佛
教
大
学
学

髣
髴
と
し
て
猶
し
眼
前
に
在
り11

。」
と
、
目
を
開
い
た
状
態
で
阿
弥

陀
仏
を
見
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
永
観
は
往
生
の
確

信
を
得
た
に
違
い
な
い
。

　

往
生
極
楽
の
た
め
、
本
願
行
で
あ
る
称
名
念
仏
に
絞
り
込
ん
だ
後

世
の
浄
土
教
家
た
ち
と
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
一
線
を
画
し
て
い
る
。

永
観
に
と
っ
て
、
往
生
極
楽
を
確
約
す
る
も
の
は
、
仏
舎
利
の
増
殖

や
「
見
仏
」
と
い
っ
た
瑞
相
で
あ
り
、
そ
れ
を
得
る
た
め
の
手
段
と

し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
念
仏
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
三
昧
発
得

と
は
往
生
の
確
信
で
あ
り
、
念
仏
と
は
そ
の
確
信
を
得
る
も
の
と
し

て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
称
名

も
観
想
も
区
別
な
く
、
さ
ら
に
は
密
教
の
行
法
で
あ
る
陀
羅
尼
で
あ

っ
て
も
、「
見
仏
」
と
い
う
三
昧
発
得
へ
向
か
う
行
と
し
て
並
立
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
往
生
拾
因
』
に
示
さ
れ
る
永
観
の
念
仏
行
、
そ
れ

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
三
昧
発
得
、
ま
た
そ
の
三
昧
発
得
の
意
味
に
つ

い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
念
仏
行
は
、
称
名
、
観
想
と
も

に
等
し
く
往
生
の
行
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
行
に
差
別

を
設
け
な
い
の
は
、
ど
ち
ら
も
三
昧
発
得
に
通
じ
る
も
の
だ
か
ら
で



─ 204 ─

８　

同
右
、
九
十
七
ａ

９　

同
右
、
九
十
七
ａ

10　

同
右
、
九
十
八
ｂ
‐
九
十
八
ｃ

11　

同
右
、
九
十
九
ａ

12　

同
右
、
一
〇
〇
ｂ
参
照
。

13　

同
右
、
一
〇
〇
ｃ

14　

同
右
、
九
十
七
ｂ
参
照
。

15　

同
右
、
九
十
七
ｃ

16　

同
右
、
九
十
七
ｂ

17　

同
右
、
九
十
七
ｃ

18　

同
右
、
九
十
八
ａ

19　

同
右
、
九
十
八
ｂ

20　
『
全
仏
』
六
十
八
巻
史
伝
部
七
、
二
二
四

21　

石
田
瑞
麿
氏
も
「
永
観
に
お
い
て
は
平
生
の
う
ち
に
見
佛
し
て
、

往
生
に
対
す
る
何
ら
か
の
確
証
を
え
た
い
と
欲
し
た
点
が
注
目

さ
れ
る
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。「
念
仏
と
見
仏
」（『
佛
教

思
想
史
論
集
』
大
蔵
出
版
、
一
九
六
四
、
七
二
七
）

22　
『
全
仏
』
六
十
八
巻
史
伝
部
七
、
二
二
四

23　

同
右
、
二
二
四

24　

同
右
、
二
二
四

報
』
第
三
十
号
、
一
九
五
五
）、
藤
堂
恭
俊
「
禅
林
寺
永
観
律

師
の
浄
土
教
思
想
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
二
十
二
号
、

一
九
五
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
十
五
号
、
一
九
六
六
）、

ロ
バ
ー
ト
・
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
』
第
八
十
一
巻
第
二
号
、

二
〇
〇
二
）、
ほ
か
多
数
の
も
の
が
あ
る
。

２　
『
大
正
蔵
』
八
十
四
巻
、
一
〇
〇
ｂ

３　
「
凡
そ
一
生
の
間
、
顕
密
の
行
業
甚
だ
多
し
。」（『
全
仏
』
六
十

八
巻
史
伝
部
七
、
二
二
四
）
と
『
拾
遺
往
生
伝
』
に
あ
る
よ
う

に
、
永
観
の
実
践
行
は
幅
広
い
も
の
で
あ
っ
た
。
同
史
料
に
は
、

弥
陀
の
名
号
を
日
に
一
万
遍
、
後
に
は
六
万
遍
と
称
え
、
さ
ら

に
は
百
万
遍
の
別
時
念
仏
を
三
百
回
も
行
い
な
が
ら
、
密
教
の

行
法
で
あ
る
阿
弥
陀
供
養
法
を
三
時
に
怠
ら
ず
、
尊
勝
陀
羅
尼

を
三
十
八
億
九
万
九
百
二
十
回
も
唱
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。

４　
『
大
正
蔵
』
八
十
四
巻
、
一
〇
二
ｂ

５　

同
右
、
九
十
一
ｂ

６　

同
右
、
九
十
一
ｃ

７　

同
右
、
九
十
一
ｃ
参
照
。
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間
修
と
名
づ
く
」
已
上
。（『
大
正
蔵
』
八
十
四
巻
、
九
十
三

ａ
）

と
も
い
う
。
こ
こ
で
は
「
一
切
の
時
処
に
」
お
い
て
「
一
心
に
称

念
」
す
べ
き
と
い
い
、
そ
れ
は
、『
往
生
礼
讃
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
、

念
と
時
と
日
を
隔
て
ず
行
う
無
間
修
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
こ
で
の
「
一
心
」
と
は
、
心
に
留
め
続
け
る
と
い
う
姿
勢
で

あ
り
、
三
昧
発
得
の
意
味
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
永

観
の
「
一
心
」
の
定
義
に
は
幅
が
あ
り
、
対
象
に
応
じ
た
多
義
的
な

「
一
心
」
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

25　

た
と
え
ば
、
第
八
因
で
は
、
一
心
＝
三
昧
発
得
で
あ
る
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
一
心
」
が
他
で
用
い
ら
れ
る

「
一
心
」
と
同
じ
と
は
限
ら
な
い
。
事
実
、
第
一
因
に
は
、「
散

乱
の
人
、
観
法
成
り
難
き
為
、
大
聖
悲
憐
し
て
称
名
の
行
を
勧

め
た
ま
ふ
。
称
名
は
易
き
故
に
相
続
し
て
自
念
し
て
昼
夜
に
休

ま
ず
、
豈
に
無
間
非
ず
や
。
又
、
身
の
浄
不
浄
を
簡
ば
ず
、
心

の
専
不
専
を
論
ぜ
ず
、
称
名
絶
え
ざ
れ
ば
必
ず
往
生
を
得
る
。」

（『
大
正
蔵
』
八
十
四
巻
、
九
十
三
ａ
）
と
、「
心
の
専
不
専
を
」

問
わ
な
い
称
名
を
往
生
行
と
し
て
認
め
て
い
る
。
ま
た
、『
般

舟
三
昧
経
』
と
『
往
生
礼
讃
』
を
引
き
、

爾
の
時
、
阿
弥
陀
仏
、
是
の
菩
薩
に
語
っ
て
言
は
く
、「
我

が
国
に
来
生
せ
ん
と
欲
す
者
は
、
数
々
専
念
し
て
休
息
有
る

こ
と
莫
か
れ
。
是
の
如
く
せ
ば
我
が
国
土
に
来
生
す
る
こ
と

を
得
。」
已
上
。
是
の
故
に
一
切
の
時
処
に
一
心
に
称
念
し

て
、
昼
夜
寤
寐
に
間
断
有
る
こ
と
勿
れ
。
問
ふ
「
凡
夫
の
行

者
、
心
は
野
馬
の
如
し
、
仏
名
を
専
念
す
れ
ど
も
何
ぞ
無
間

な
る
こ
と
を
得
ん
。」
答
ふ
。「
誰
か
言
ふ
。
初
心
の
行
者
に

全
く
余
念
を
雑
起
せ
ざ
れ
と
。」
導
和
尚
の
云
は
く
、「
若
し

貪
瞋
等
の
煩
悩
来
し
間
え
れ
ば
、
随
犯
随
懺
し
、
念
を
隔
て
、

時
を
隔
て
、
日
を
隔
て
ず
、
常
に
清
浄
な
ら
し
む
る
を
亦
無
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つ
ま
り
、
忍
澂
（
一
六
四
五
～
一
七
一
一
）
は
獅
林
の
獨
湛
と
親

し
い
交
友
で
あ
っ
た
。
し
ば
し
ば
忍
澂
は
獨
湛
を
訪
問
し
、
終
日
語

り
合
っ
て
い
た
。
あ
る
日
忍
澂
は
獨
湛
に
西
方
の
変
相
図
を
贈
り
、

獨
湛
は
そ
の
変
相
図
を
長
崎
の
東
名
山
興
福
寺
に
寄
進
し
た
。
悦
峰

は
興
福
寺
の
諸
人
に
瞻
礼
さ
せ
た
が
、
人
々
は
皆
遭
い
難
い
浄
土
変

相
図
で
あ
る
と
の
想
い
を
生
じ
、
正
信
を
起
こ
し
た
者
が
多
く
い
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
獅
谷
白
蓮
社
忍
澂
和
尚
行
業
記
』（
以
下
『
忍
澂
行
業
記
』）

と
珂
然
編
の
『
洛
東
華
頂
義
山
和
尚
行
業
記
并
要
解
』④ 

（
以
下
『
義

山
行
業
記
』）
に
は
獨
湛
と
の
交
流
を
詳
細
に
伝
え
て
い
る
が
、『
忍

澂
行
業
記
』
で
は
、
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
忍
澂
五
十
六
歳
、

獨
湛
七
十
二
歳
の
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

本
邦
黄
檗
山
第
四
世
獨
湛
禪
師

ハ
乃

チ
普
照
國
師
隱
元
老
和
尚

ノ

　

江
戸
時
代
に
隠
元
（
一
五
九
二
～
一
六
七
三
）
と
共
に
来
日
し
て

浄
土
念
仏
の
教
化
に
も
尽
く
し
た
黄
檗
山
万
福
寺
第
四
世
獨
湛
の
伝

記
『
黄
檗
第
四
代
獨
湛
和
尚
行
略
』
に
は
獨
湛
と
浄
土
宗
諸
師
と
の

交
流
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
節
で
は
忍
澂
や
義
山
の
行
業
記
を
中

心
に
し
て
浄
土
宗
側
か
ら
見
た
獨
湛
を
探
る
こ
と
に
す
る
。

　

獨
湛
の
弟
子
悦
峰
①
（
一
六
五
五
～
一
七
三
四
）
は
享
保
十
二

（
一
七
二
七
）
に
珂
然
（
一
六
六
九
～
一
七
四
五
）
編
の
『
獅
谷
白

蓮
社
忍
澂
和
尚
行
業
記
』②
に
序
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

師
曾

テ

親
ニ

近
吾

カ

獅
林
老
人

ニ一

問
候
不
レ

斷
ヘ

時
々
來
訪
玄
譚

シ

疊
ト々

竟
フレ
日

ヲ
有
時
以

テ二
西
方

ノ
變
相

ヲ一
被

ルレ
贈

ラ二
老
人

ニ一
老
人
寄
ニ

之
ヲ

崎
陽

ノ

東
明

ニ一

予
因

ミ
ニ

令
メ下

ニ

彼
ノ

地
ノ

諸
人

ヲ一

瞻
禮

セ上

皆
生

シ二

難

遭
ノ
之
想

ヒ
ヲ一
發

ス二
ル
モ
ノ
正
信

ヲ一
多

シ
矣
。③

獨
湛
と
浄
土
宗
の
諸
師

─
忍
澂
と
義
山
を
中
心
に
し
て
─

田　

中　

芳　

道
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こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
獨
湛
の
講
説
を
聞
く
者
が
随
喜
し
た
と
い
う

の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

冒
頭
の
書
き
出
し
は
、
獨
湛
の
よ
う
に
禅
僧
が
念
仏
を
修
し
て
更

に
念
仏
の
教
化
を
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
仏
教
教
団
か
ら
見
る

と
珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

ま
た
同
じ
く
『
義
山
行
業
記
』
に
は
獨
湛
と
善
導
の
教
義
と
の
出

会
い
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

又
一
年
嘗

テ

講
ス二

觀
經
四

ノ

帖
疏
及

ヒ

行
儀
分

ヲ一

黄
檗
獨
湛
禪
師 

大
ニ

隨
ニ

喜
シ

之
ヲ一（
中
略
）
又

タ

本
山
知
恩
秀
道
大
和
尚
主

タレ
ル
ノ 

寺
ニ

之
日
師

ノ

之
道
友
無
盡
居
士
摸
─二

畫
シ

彩
─三

飾
シ
テ

當
麻
元
圖 

高
サ

丈
ノ

餘
大
曼
陀
羅
一
─

鋪
ヲ一

以
テ

藏
ム二

本
山

ニ一

禪
師
復

タ

随
ニ

喜
シ

之
ヲ一

登
テレ

山
ニ

拜
─

瞻
シ

大
ニ

加
フ二

欽
讃

ヲ一

歸
路
訪

ヒ二

華
頂

ノ

草
菴

ヲ一

面
ニ

謁
ソ

師
ニ一
曰

ク
我

レ
於

テ二
支
那

ニ一
聞

クレ
開
ニ
講

ス
ル
ヿ
ヲ
餘
經
及

ヒ
禪
律

ノ
法

門
ヲ一
未

タレ
聞

カレ
講
ニ
演

ス
ル
ヿ
ヲ
導
師

ノ
観
経

ノ
疏

ヲ一
實
是

レ
本
邦
彌
陀

ノ
本

願
有
縁

ノ

之
地

ニ

佛
法
東
漸

ノ

之
現
驗

ナ
ル

者
ノ
ナ
リ
ト

也
其

ノ

褒
賞

ノ

之
語
合
坐
聞

テレ

之
ヲ

爲
ス二

師
ノ

光
榮

ト一

清
話
移

シレ

時
ヲ

盡
二

懽
心

ヲ一

別
ル

禪
師
歸
山
之
後

チ

不
レ

任
ヘ二
敬
服
追
慕

ノ
之
至

リ一
自

ラ
畫

キ二
師

ノ
像

ヲ
一

手
ラ

書
シ二

像
賛

ヲ一

復
タ

寄
ニ

贈
ス

師
一

其
ノ

賛
辭

ニ

曰
ク

一
句

ノ

阿
彌
一 

粒
ノ
珠
會

ス
只

タ
阿
彌
是

レ
眞
珠

ナ
ル
ヿ
ヲ
念

シ
得

タ
リ
眞
珠
満
身

ニ
轉

ス
百

歳
幾

ク
粒

ソ
佐

ク二
ト
盤
纒

ヲ
⑦

嫡
子
。
嘗

テ
從

テ二
國
師

ニ一
不
レ
憚

ラ二
鯨
波
之
險

ヲ一
附
二
海
舶

ニ一
東

ノ
方
遊

フ二

本
邦

ニ一

禪
師
佩

テ二

西
來
直
指
心
印

ヲ一

而
モ

以
テ二

淨
土

ヲ一

爲
ニ

歸
宿
之 

地
ト一

恆
ニ

唱
へ二

佛
號

ヲ一

誦
シ二

彌
陀
經

ヲ一

日
ニ

爲
ニ

常
課

ト一

爲
人
度
生
亦

タ

唯
タ

以
シ二

念
佛
三
昧

ヲ一

心
ニ

無
シ二

他
務
一

禪
師
平
居
。
勸
ニ

化
ス
ル
ニ

四

衆
ヲ一
無

シレ
説

ク二
ヿ
餘
事

ヲ一
唯

タ
念
佛
耳

ノ
ミ
。⑤

　

つ
ま
り
日
本
黄
檗
山
第
四
世
獨
湛
は
隠
元
に
随
っ
て
共
に
波
濤
を

越
え
来
日
。
菩
提
達
磨
が
西
方
か
ら
伝
え
た
禅
の
真
髄
を
体
得
し
て

い
た
が
、
西
方
極
楽
浄
土
を
以
て
帰
趣
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
い
た
。

獨
湛
は
仏
号
を
唱
え
、
阿
弥
陀
経
を
誦
す
る
こ
と
を
日
課
と
し
、

人
々
を
教
化
す
る
の
に
も
念
仏
三
昧
を
以
っ
て
、
専
ら
そ
れ
を
縡
と

し
て
い
た
。
四
衆
を
教
化
す
る
の
に
も
、
念
仏
以
外
の
教
え
は
説
か

な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

次
に
『
義
山
行
業
記
』
で
は
、

禪
師
禪

ニ

而
念
佛

ス

可
シレ

謂
ウ下

永
─

明
ノ

所
─

謂
ル

如
キ二
ノ

虎
ノ

戴
カ
角

ヲ

之
禪

ト上

矣
且

ツ

禪
師
平
居
勸
ニ

化
ス
ル
ニ

四
衆

ヲ一

不
レ

説
カ二

餘
事

ヲ

唯
タ 

以
ス二
念
佛

ヲ一
宜

ヘ
ナ
リ
禪
師

ノ
随
ニ
喜

ス
ル
ヿ
師

ノ
講
説

ヲ一
良

ト
ニ
有

リレ
以ユ
エ
也
⑥ 

　

と
あ
る
。
つ
ま
り
獨
湛
は
禅
僧
で
あ
り
な
が
ら
念
仏
を
修
し
て
い

た
。
そ
れ
は
法
眼
宗
の
永
明
延
寿
（
九
〇
四
～
九
七
五
）
が
禅
と
念

仏
を
修
し
、
さ
ら
な
る
威
力
を
身
に
つ
け
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
平
生
、
獨
湛
は
四
衆
を
教
化
す
る
の
に
念
仏
以
外
を
教
化
す
る



─ 208 ─

獨
湛
の
念
仏
観
の
一
面
に
つ
い
て
『
義
山
行
業
記
』
で
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

衆
─

等
無
─

始
至

ル二
マ
テ
於
今

ニ一
輪
ニ
廻

ス
ル
ヿ
六
趣

ニ一
如
ニ
塵
點

ノ一
今
─

生
ノ

慶
幸
得

タ二
リ

人
身

ヲ一

凡
夫

ノ

宿
─

障
猶

ヲ

深
重

ナ
リ

年
ニ

積
ミ

月
ニ

累
子

テ

不
ニ

自
ラ

知
ラ一

罪
ノ

聳
ル
ヿ

如
クレ

山
過

タレ
リ

如
クレ
ヨ
リ

海
ノ

今
辰
〔
時
也
〕 

滌
キレ

慮
リ
ニ

洗
ヒ二

心
身

ヲ一

扣
ニ

投
シ

慈
尊

ニ一

求
メ
テ　

懺
悔

ス

願
ハ

佛
不
レ 

違
ハ二

本
誓
願

ニ一

常
寂
光
中

ニ

哀
ン
テ

摂
受

シ
玉
ヘ
テ

令
メ
玉
ヘ下

我
ヲ

往
─

昔
ヨ
リ

至
ル二
マ
テ
今
生

ニ一
業
果
凋
零

シ
罪
花
殞ツ
キ

曠
大
劫
来
生
死

ノ
因
今
日
和
レ

根
ニ

盡
ク

拔
断

セ上　
〔
言
心
ハ

禪
師

ノ

懺
悔
依

テ二

佛
願
力

ニ一

令
メ下
玉
ト
ナ
リ
非

ス四
止た
ヽ

凋
─二
零

シ
歿
─三

除
ス
ル
ノ
ミ

ニ
罪
事
業
障

ノ
花
果

ヲ一
曠
大
劫

来
ノ
生
死

ノ
因
和
二
其

ノ
根
柢

ニ
皆

ト
悉

ク
拔
断

セ上
也
〕⑪

　

つ
ま
り
、
衆
生
が
今
日
に
至
る
ま
で
六
趣
を
輪
廻
し
て
き
た
こ
と

は
量
り
し
れ
な
い
。
今
生
の
慶
幸
は
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
凡
夫
の
宿
障
は
深
重
で
あ
る
。
日
々
に
積
み
重

ね
る
罪
が
山
よ
り
高
く
海
よ
り
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。

今
思
い
を
洗
浄
し
、
心
身
も
洗
っ
て
、
慈
悲
の
阿
弥
陀
仏
に
心
を
か

け
帰
投
し
て
求
め
る
に
懺
悔
し
て
、
願
わ
く
は
仏
が
そ
の
本
誓
願
の

如
く
に
常
寂
光
の
真
如
の
光
の
中
に
慈
哀
を
以
て
摂
取
し
て
く
だ
さ

い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
の
業
の
果
報
が
枯
れ
落

ち
、
罪
過
も
失
わ
れ
、
遠
い
過
去
よ
り
今
ま
で
の
生
死
の
原
因
が
今

　

つ
ま
り
、「
師
」
即
ち
義
山
が
か
つ
て
善
導
の
『
観
経
疏
』
と

「
行
儀
分
」
の
講
義
を
し
た
時
、
獨
湛
は
そ
れ
を
聞
い
て
随
喜
し
た
。

白
誉
秀
道
⑧ 
（
一
六
三
一
～
一
七
〇
七
）
が
知
恩
院
の
四
十
二
世
で

あ
っ
た
頃
、
義
山
の
道
友
で
あ
る
無
塵
居
士
⑨ 

が
（『
観
経
疏
』
に

基
づ
く
）
當
麻
曼
荼
羅
を
模
写
し
、
彩
色
を
施
し
て
知
恩
院
に
寄
進

し
た
時
、
獨
湛
は
知
恩
院
に
の
ぼ
り
、
そ
の
曼
荼
羅
を
見
て
敬
い
た

た
え
た
。
獨
湛
は
知
恩
院
の
帰
り
に
華
頂
山
⑩ 

で
義
山
に
会
い
、
獨

湛
は
「
中
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
や
禅
律
の
法
門
に
つ
い
て
聴
聞
し

た
が
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
に
つ
い
て
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」
と

義
山
に
語
り
、
更
に
「
実
に
日
本
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
有
縁
の
地

で
あ
り
、
仏
法
が
日
本
に
到
り
着
い
た
証
で
あ
る
」
と
褒
賞
の
言
葉

を
述
べ
た
の
で
義
山
は
光
栄
に
思
っ
た
。
世
俗
を
離
れ
た
仏
法
の
話

で
一
時
を
過
ご
し
、
獨
湛
は
獅
林
に
帰
り
、
敬
服
追
慕
の
思
い
に
た

え
ず
、
義
山
の
肖
像
を
描
き
自
ら
賛
を
添
え
て
義
山
に
贈
っ
た
。
そ

の
賛
は
「
念
仏
の
声
の
一
句
と
数
珠
粒
の
珠
が
会
合
す
る
。
そ
れ
を

阿
弥
陀
仏
の
真
珠
（
宝
珠
）
と
念
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
真
珠

が
（
念
仏
を
通
し
て
）
全
身
に
満
ち
わ
た
る
。
そ
う
し
て
百
年
に
も

な
れ
ば
ど
れ
ほ
ど
か
の
珠
の
数
と
な
っ
て
、
そ
れ
が
浄
土
へ
の
旅
の

糧
と
し
て
佐
け
て
く
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
、
つ
ま
り
往
生
は
確
実

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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際
に
六
十
七
歳
で
病
に
か
か
る
こ
と
な
く
、
家
族
と
別
れ
て
座
っ
た

ま
ま
寂
し
た
た
め
、
人
々
は
「
祖
母
は
病
に
か
か
る
こ
と
な
く
明
ら

か
に
善
き
臨
終
を
迎
え
た
。
こ
の
よ
う
な
人
は
あ
ま
り
見
る
こ
と
が

な
い
」
と
感
嘆
し
た
。
獨
湛
は
そ
れ
に
よ
っ
て
念
仏
の
人
が
必
ず
成

仏
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
知
っ
て
、
自
ら
も
毎
日
念
仏
し
て
七
十
歳

に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
記
述
か
ら
獨
湛
の
晩
年
の
念
仏
教
化
が
忍
澂
と
義
山
と
の

交
流
な
ど
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
善
導
流
浄
土
教
の
影
響
を
受
け
た
念
仏
懺
悔
に
よ

る
滅
罪
思
想
、
さ
ら
に
幼
少
時
に
お
け
る
祖
母
の
念
仏
信
仰
の
中
に

念
仏
に
よ
る
無
病
長
寿
観
の
あ
っ
た
こ
と
、
念
仏
に
よ
る
成
仏
が
分

か
る
。
こ
の
よ
う
に
忍
澂
・
義
山
両
師
の
伝
記
か
ら
日
本
に
お
け
る

善
導
浄
土
教
の
受
容
土
着
に
獨
湛
が
感
嘆
の
念
を
懐
い
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

獨
湛
の
遷
化
に
際
し
て
諸
師
が
獨
湛
に
香
語
を
寄
せ
、
そ
れ
を
集

め
た
も
の
が
『
輓
偈
稱
讃
淨
土
詠
』
で
あ
る
が
、
宝
永
三
年
に
は
井

上
玄
桐
が
序
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
序
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

師
即

チ

題
ソ

曰
念
佛
法
門
如
圓
光
大
師
可
修
今
果

シ
テ

遷
化

ソ

以
テ

成
ス二
鶴
鼠

ノ
之
靈
異

ナ一
ル
ヿ
ヲ
矣
僕
聞

テ二
道
人

ノ
語

ヲ一
益

く
信

ス下 

⑭

日
、
そ
の
根
元
と
共
に
尽
く
ひ
き
ぬ
か
れ
断
た
れ
ま
す
よ
う
に
し
て

下
さ
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
懺
悔
念
仏
に
よ
っ
て
す
べ
て

の
罪
が
断
抜
さ
れ
る
よ
う
に
と
い
う
。
こ
の
懺
悔
滅
罪
の
思
想
は
、

獨
湛
が
善
導
流
の
教
義
を
拠
り
所
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
『
義
山
行
業
記
』
で
は
獨
湛
の
念
仏
の
も
う
一
つ
の
利
益
と

し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

予
（
禪
師
）
六
七
歳

ノ
時

キ
育

セ二
ラ
ル
于
外
王
妣
曾
孺
人

ニ一

寝
子
ヤ
ノ
ム
イ
ロ

席
ニ

見
ル二
ニ
王
妣

ヲ一
毎
夜
高
聲

ニ
誦
二
此

ノ
偈

ヲ一
復

タ
高
聲

ニ
念
佛

ス
予
問

フ
レ

之
レ
ニ

此
シ

何
ン
ノ

爲
メ
ソ
ヤ

乎
妣

ノ

曰
ク

我
レ

今
マ

勤
勤

ト

念
佛

ス

死
ス
ル

日
無
レ
病
生

セ二
ン
ト
于
浄
土

ニ一
也
年

シ
六
十
七
果ハ
タ

然シ
テ

ト

無
レ
病
別

レ一
テ
家

人
ニ一
坐
逝

ス
人
皆

ナ
歎
異
云

ク
如

ク二
婦

ノ
之
言

ト
ノ
チ
無
レ
病
分
明

ニ
善

ク

終
ル

世
不

ト二

多
ク

見
一

也
予
方

ニ

知
ル

念
佛

ノ

人
ハ

必
定
作
佛

ス
ル
ヿ
ヲ 

自
モ
亦

タ
毎
日
念
佛

ス
今

マ
將ス

ニ
七
十
餘
年

ナ一
ラ
ン
ト
矣
⑫

　

つ
ま
り
、
獨
湛
は
六
、
七
歳
の
時
に
母
方
の
祖
母
に
育
て
ら
れ
た
。

寝
床
で
そ
の
祖
母
が
毎
夜
高
声
で
「
一
句

ノ

阿
彌
一
粒

ノ

珠
會

ス

只
タ

阿
彌
是

レ
眞
珠

ナ
ル
ヿ
ヲ
念

シ
得

タ
リ
眞
珠
満
身

ニ
轉

ス
百
歳
幾

ク
粒

ソ
佐

ク二
ト
盤

纒
ヲ一
」⑬
の
偈
文
を
誦
し
て
念
仏
を
称
え
て
い
る
の
を
見
た
。
獨
湛
は

祖
母
に
何
の
た
め
に
念
仏
を
し
、
偈
文
を
誦
す
る
理
由
を
問
う
と
、

祖
母
は
、
私
は
念
仏
を
常
行
と
し
て
勤
め
て
い
る
た
め
死
ぬ
時
に
は

病
に
苦
し
む
こ
と
な
く
、
浄
土
に
往
生
す
る
だ
ろ
う
と
答
え
た
。
実
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交
流
が
あ
っ
た
。

②　
『
獅
谷
白
蓮
社
忍
澂
和
尚
行
業
記
』（
佛
教
大
学
所
蔵
・
酉
谷
寺

文
庫
、『
浄
全
』
十
八
巻
52

③　
『
獅
谷
白
蓮
社
忍
澂
和
尚
行
業
記
』
巻
上
（
佛
教
大
学
所
蔵
）

序

④　
『
洛
東
華
頂
義
山
和
尚
行
業
記
并
要
解
』（
佛
教
大
学
所
蔵
）、

『
浄
全
』
十
八
巻
１
０
７

⑤　
『
獅
谷
白
蓮
社
忍
澂
和
尚
行
業
記
』
巻
下
（
佛
教
大
学
所
蔵
）

十
四
丁

⑥　
『
洛
東
華
頂
義
山
和
尚
行
業
記
并
要
解
』（
佛
教
大
学
所
蔵
）
三

十
一
丁
右

⑦　
『
洛
東
華
頂
義
山
和
尚
行
業
記
并
要
解
』（
佛
教
大
学
所
蔵
）
三

十
右
～
三
十
四
丁
左

⑧　

秀
道
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
正
月
に
知
恩
院
住
職
に
台
命

さ
れ
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
寂
。

⑨　

無
塵
居
士
と
曼
陀
羅
に
つ
い
て
義
山
は
『
當
麻
曼
荼
羅
述
獎

記
』
巻
第
一
の
序
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
「
無
塵
居
士
ハ

予
カ

舊
識
ナ
リ

也
今
年
春
正
月
居
士
爲
メ二
ニ

先
考
遠
忌
之
追
福
ノ一

買
テ二

縮
本
ノ

曼
陀
羅
一
鋪
ヲ一

彩　
二
飾
ス

之
ヲ一

居
士
カ

別
墅
在　
二
巌
倉
山
ニ一

方
テ二

起
筆
ノ

際
ニ一

其
ノ

庭
際
ノ

古
石
自
裂
テ

出
ス二

九
色
ノ

彩
土
ヲ一

居
士
未
レ

　

つ
ま
り
獨
湛
は「
念
仏
法
門
は
法
然
の
教
え
に
よ
っ
て
修
す
る
べ

し
」。
今
果
た
し
て
遷
化
し
て
鶴
鼠
の
霊
異
な
る
こ
と
を
成
ず
る
。

今
そ
の
話
を
聞
い
て
ま
す
ま
す
信
仰
を
深
め
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
獨
湛
は
浄
土
宗
諸
師
と
関
わ
り
を
も
ち
な
が
ら
念

仏
の
教
化
活
動
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
獨
湛
晩
年
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
念
仏
法
門
は
善
導
法
然
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
日

本
に
お
い
て
獨
湛
を
一
層
念
仏
信
仰
に
導
い
た
も
の
は
浄
土
宗
諸
師

と
の
交
流
、
當
麻
曼
荼
羅
と
の
出
会
い
、
善
導
の
五
部
九
巻
の
聴
講

な
ど
で
あ
り
、
加
え
て
獨
湛
の
高
齢
、
法
兄
と
の
死
別
の
中
で
「
念

仏
の
法
門
は
圓
光
大
師
の
如
く
」
と
い
う
生
涯
が
固
ま
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

①　

悦
峰
道
章
（
一
六
五
五
～
一
七
三
四
）
字
は
。
先
名
は
法
賢
。

銭
塘
（
浙
江
省
）
の
人
。
一
〇
歳
に
し
て
出
家
し
、
華
厳
学
を
、

の
ち
禅
を
学
ぶ
。
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
長
崎
に
渡
来
し
、

興
福
寺
に
住
す
。
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
独
湛
性
瑩
の
法
を

嗣
ぐ
。
二
二
年
間
、
興
福
寺
に
住
し
て
諸
堂
を
再
建
、
中
興
と

な
る
。
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
五
月
黄
檗
山
八
代
の
住
持
と

な
る
。
享
保
一
九
年
五
月
九
日
示
寂
。
世
寿
八
〇
。
悦
峰
は
珂

燃
や
祐
天
や
法
然
の
円
光
諡
号
を
申
請
し
た
了
也
大
僧
正
の
と
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丁

⑩　

義
山
は
知
恩
院
の
麓
の
入
信
院
の
住
持
で
あ
っ
た
。

⑪　
『
洛
東
華
頂
義
山
和
尚
行
業
記
并
要
解
』（
佛
教
大
学
所
蔵
）
三

十
一
丁
左

⑫　
『
洛
東
華
頂
義
山
和
尚
行
業
記
并
要
解
』（
佛
教
大
学
所
蔵
）
三

十
五
丁
右

⑬　
『
洛
東
華
頂
義
山
和
尚
行
業
記
并
要
解
』（
佛
教
大
学
所
蔵
）
三

十
四
丁
右
三
十
五
左

⑭　
『
輓
偈
稱
讃
淨
土
詠
』
二
左
～
三
右
（
京
都
大
学
図
書
館
所
蔵
）

知　
レ

之
適
く

登
遊
覩
ルレ

之
ヲ

引
テ二

画
工
ヲ一

視
セ
シ
ム

之
工
驚
歎
輙

チ 

磨
爲
ニレ

粉
ト

乃
無
上
ノ

彩
具
ニ

而
光
耀
潤
澤
ニ

非　
二
人
間
ノ

物
ニ一

也

居
士
初
得
ル二
ノ

彩
土
ヲ一

之
夜
夢
ニ

登
テレ

山
ニ

拜
スレ

祠
ヲ

有
テレ

人
告
曰
ク

熊

野
ノ

權
現
ナ
リ
ト

覺
テ

後
聞
ニ

之
巖
倉
山
ハ

即
權
現
ノ

所
ナレ
リ
ト

鎭
ス
ル

也
因

知
ル

所
ノレ

得
彩
土
ハ

即
是
權
現
ノ

所
ナレ
ル
ヿ
ヲ

賜
ツ

也
填
彩
事
畢
テ

納
二 

之
ヲ

別
墅
ニ一

追
遠
ノ

之
遂
ス

矣
其
ノ

粉
ノ

之
餘
ハ

者
緘
而
閣
ク

之
其

後
居
士
又
欲
ス下

彩　
二
飾
曼
陀
羅
一
鋪
ヲ一

藏
ン中
ト

本
山
知
恩
院
ニ上

白
譽

大
和
尚
聞
テ

而
嘉
ス

之
聖
圖
始
現
ス二
ル

於
帋
ニ一

者
ノ

珍
藏
在　
二

空
也

院
ニ一

斯
乃
性
愚
之
所
ナレ
リ

置
也
大
和
尚
特
ニ

命
出
シレ
メ

之
ヲ

以
爲
ニ一 

其
ノ

寫
本
ト一

而
寫
ス二

一
丈
五
尺
ノ

大
曼
陀
羅
ヲ一

寫
了
テ

又
命
二

居
士
ニ一 

令
ム下

詣
テ二

當
麻
ニ一

質
サ中

諸
聖
圖
ニ一

於
是
ニ

居
士
歴　
二

拜
舊
新
正
ノ

三 

圖
ヲ一

孝
照
研
覈
無
シレ

不
トレ
云
ヿ

罄
サ二

精
微
ヲ一

成
テ

而
藏
ム二

諸
本
庫
ニ一

眞
ニ

叔
世
之
偉
寚
ナ
リ

也
山
野
拜
ス二
ル
ニ

其
ノ

圓
ヲ一

與　
二

世
間
所
ノレ

傳
者
ノ一

異

同
不　
レ
少
カ
ラ

蓋
シ

當
麻
ノ

聖
圖
九
百
餘
年
ニ

而
大
半
難
シレ

見
寫
者
ノ

皆
以　
二

胸
臆
ヲ一

凝
スレ

之
是
ノ

故
ニ

多
シ二

舛
誤　
一

今
此
ノ

新
圖
於　
二

補
新
ノ

之
後
ニ一

研
精
寫
シレ
テ

之
ヲ

描　
二

取
ス

其
ノ

全
眞
ヲ一

所
下

以
ナ
リ二

興
二

世
ノ 

所
一レ
傳
不
ル

同
也
茲
ニ

從
テ二

新
圖
ニ一

作
ル二

之
カ

註
説
ヲ

虔
テ

踏
襲
を
轍

ヲ

不　
三

敢
任　
二

愚
懷
ニ一

因
テ

題
ス
ル
ニ

以
ス二

述
奬
ヲ一

梓
以
行
ツ

之
庶
ハ 

使
ン下
ト

人
ヲ

據
テ二

其
ノ

正
キ一
ニ

而
辨
ス中

其
ノ

誤
ヲ上

云
爾
元
禄
十
五
壬
午
七

月
佛
歡
喜
日
洛
東
蕐
頂
沙
門
義
山
叙
」（
佛
教
大
学
所
蔵
）
一
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い
。二

、『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
と
は

　

先
学
に
よ
る
『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
の
先
行
研
究
は
す
で
に

い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
の
で１

、
本
稿
で
は
書
誌
学
的
な
考
察
は
詳

し
く
せ
ず
に
ま
ず
は
お
お
ま
か
に
そ
の
内
容
を
述
べ
た
い
。

　

本
書
は
著
者
の
隆
尭
が
見
聞
し
た
念
仏
行
者
の
奇
特
（
＝
不
思
議

な
現
象
）
の
諸
例
話
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
序
に
は
、

是
に
よ
り
て
称
名
の
奇
特
不
思
議
な
る
事
、
耳
目
に
ふ
る
ゝ
と

こ
ろ
、
こ
れ
お
ほ
し
。
今
こ
れ
を
注
せ
ん
と
お
も
ふ
に
、
こ
と

ご
と
く
も
つ
て
記
し
が
た
し
。
然
れ
ば
其
中
に
お
ひ
て
殊
に
念

仏
と
余
善
と
相
対
し
て
、
念
仏
の
利
益
の
余
善
に
勝
れ
た
る
事

の
み
を
僅
か
に
聞
け
る
分
を
注
し
置
処
也
。
猶
も
此
類
の
こ
と

あ
ら
は
、
後
輩
こ
ゝ
に
書
加
へ
よ
、
宜
し
く
万
代
の
亀
鏡
に
そ

一
、
は
じ
め
に

　

隆
尭
（
一
三
六
九
―
一
四
四
九
）
は
も
と
も
と
天
台
僧
で
あ
っ
た

が
、
応
永
十
年
（
一
四
〇
三
）
石
山
寺
に
参
篭
し
、
向
阿
証
賢
が
著

し
た
『
三
部
仮
名
抄
』
を
感
得
し
て
専
修
念
仏
に
傾
倒
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
し
て
金
勝
山
に
遁
世
し
、
以
後
浄
土
教
に
関
す
る
著
述

の
書
写
や
述
作
を
す
る
な
ど
し
て
念
仏
信
仰
の
布
教
に
専
念
し
た
。

本
稿
は
こ
の
隆
尭
の
著
し
た
『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
に
お
け
る

奇
特
（
後
述
す
る
よ
う
に
広
義
に
は
奇
瑞
と
い
っ
て
差
し
支
え
な

い
）
の
在
り
方
を
考
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
奇
瑞
を
重
要

な
要
素
と
し
て
成
立
す
る
「
往
生
伝
」
と
の
相
違
点
を
論
じ
、
こ
れ

に
よ
っ
て
往
生
伝
が
い
か
に
し
て
往
生
伝
た
る
か
を
再
定
義
し
よ
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ひ
い
て
は
筆
者
の
考
え
る
、
往
生
伝

が
後
年
、
編
纂
さ
れ
な
く
な
っ
た
理
由
の
一
端
に
も
触
れ
て
い
き
た

『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
に
お
け
る
奇
瑞
に
つ
い
て
―
往
生
伝
と
の
比
較
―

永　

田　

真　

隆
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り
、
慶
安
四
年
版
、
正
徳
二
年
版
の
二
版
本
が
あ
り
、
江
戸
時
代
に

は
か
な
り
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

三
、『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
に
お
け
る
奇
瑞

　

本
書
名
中
に
も
出
る
「
奇
特
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
隆
尭
は
、

「
奇
は
謂
く
奇
異
。
特
は
謂
く
殊
特
。
尋
常
無
き
所
故
に
奇
特
と
曰

う
」
と
説
明
す
る
が
、
こ
れ
は
「
不
思
議
な
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
と

同
時
に
す
ば
ら
し
い
現
象
」
と
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
往
生

伝
に
お
い
て
語
ら
れ
る
「
奇
瑞
」
と
そ
う
変
わ
り
な
い
。
往
生
伝
の

奇
瑞
は
特
に
臨
終
時
の
不
思
議
な
現
象
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
平
生
の
も
の
も
多
分
に
含
む
た
め
で
あ
る
。

　

奇
瑞
の
傾
向
と
し
て
は
御
鬮
（
み
く
じ
）
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
多

数
見
ら
れ
る
こ
と
を
ま
ず
は
挙
げ
た
い３

。
た
と
え
ば
、
上
巻
第
二
話

「
江
州
の
禅
者
、
御
鬮
に
依
て
念
仏
に
帰
す
る
事
」
で
は
禅
者
と
念

仏
者
が
勝
劣
を
争
っ
た
際
、
仏
意
を
は
か
る
こ
と
と
な
り
阿
弥
陀
仏

の
宝
前
で
三
度
御
鬮
を
と
っ
た
。
す
る
と
御
鬮
は
三
度
と
も
念
仏
に

下
り
た
。
し
か
し
な
お
も
禅
者
が
不
審
を
あ
ら
わ
し
た
た
め
、
住
吉

大
明
神
の
前
で
三
度
御
鬮
を
と
っ
た
。
す
る
と
こ
こ
で
も
三
度
と
も

念
仏
に
お
り
た
、
と
あ
る
。
ま
た
、
上
巻
第
四
話
「
宝
蔵
房
良
舜
、

御
鬮
に
依
て
、
真
言
を
止
て
念
仏
に
帰
す
る
事
」
で
は
、
僧
良
舜
が

な
へ
よ
、
こ
ゝ
ろ
さ
す
所
ひ
と
へ
に
是
時
機
に
相
応
す
る
弥
陀

の
本
願
を
弘
通
し
て
出
離
の
道
に
ま
よ
へ
る
衆
生
を
易
行
の
道

に
お
も
む
か
し
め
む
。
ね
か
は
く
は
こ
れ
を
見
聞
の
輩
の
信
者

は
、
い
よ
い
よ
信
を
増
し
、
或
は
速
に
廻
心
せ
よ２

。

と
あ
る
。
つ
ま
り
隆
尭
は
こ
れ
ら
奇
特
に
よ
っ
て
末
代
に
あ
っ
て
は

余
善
に
比
べ
て
念
仏
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
衆
生
に

念
仏
を
勧
め
ん
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
上
巻
に
は
十
一
話
が
収
録
さ

れ
、
各
例
話
の
主
人
公
は
僧
俗
の
比
率
が
半
々
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
下
巻
に
収
録
さ
れ
る
十
話
は
、
す
べ
て
出
家
者
の
話
で
あ

る
。
上
下
巻
と
も
に
近
江
国
湖
南
地
方
の
居
住
者
、
あ
る
い
は
金
勝

寺
、
延
暦
寺
な
ど
隆
尭
ゆ
か
り
の
近
江
寺
院
の
僧
侶
の
例
話
を
集
め

て
い
る
。
な
お
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
版
に
は
正
徳
二
年
（
一
七

一
二
）
版
に
見
え
る
上
巻
の
第
十
一
話
目
が
欠
け
て
い
る
。

　

本
書
の
成
立
年
時
を
あ
げ
る
と
、
上
巻
は
応
永
二
七
年
（
一
四
二

〇
）、
下
巻
は
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
上

下
巻
の
成
立
年
時
が
か
な
り
離
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
上
巻
の

第
十
一
話
の
最
後
に
後
跋
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
隆
尭
は
も
と
も
と
上

巻
の
み
を
も
っ
て
完
結
し
た
完
本
と
考
え
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
下

巻
は
追
加
編
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
本
書
の
隆
尭
自
筆
原
本
は
残

念
な
が
ら
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
前
述
の
通
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れ
、
医
書
と
し
て
浄
土
三
部
経
を
授
か
る
と
い
う
夢
を
見
た
と
あ
る
。

霊
夢
も
ま
た
、
当
時
、
神
仏
の
意
思
を
推
し
量
る
重
要
な
基
準
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
。

四
、
往
生
伝
と
の
比
較

　
『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
が
奇
瑞
を
記
述
す
る
点
で
往
生
伝
と

似
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
は
往
生
伝
に
は
含
ま
れ
得
な
い
。
こ
の

理
由
と
し
て
従
来
か
ら
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に
『
称
名
念
仏
奇
特
現
証

集
』
の
各
話
が
臨
終
に
限
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り

あ
る
特
定
の
人
物
の
臨
終
ま
で
を
描
く
伝
記
と
し
て
の
性
格
を
持
た

ず
、
あ
く
ま
で
奇
特
を
中
心
に
各
話
が
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
往
生

伝
と
異
な
る
の
だ
。
隆
尭
は
臨
終
と
い
う
こ
と
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
自

ら
見
聞
き
し
た
念
仏
に
ま
つ
わ
る
奇
特
を
集
め
て
い
っ
た
。
こ
れ
は

著
作
意
図
と
い
う
観
点
か
ら
も
往
生
伝
と
は
大
き
く
異
な
る
と
い
え

る
。

　

さ
て
『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
で
は
し
ば
し
ば
念
仏
と
余
行
の

優
劣
判
断
は
御
鬮
と
い
う
聖
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
前
述
の
上

巻
第
二
話
で
は
、

或
人
の
い
は
く
我
等
無
智
の
身
を
も
つ
て
、
か
く
に
こ
と
き
の

念
仏
と
真
言
の
ど
ち
ら
を
た
の
み
と
す
る
べ
き
か
に
悩
み
、
こ
れ
を

御
鬮
で
決
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
八
度
く
り
か
え
す
も
す
べ
て
念

仏
に
帰
す
る
よ
う
に
出
た
、
と
あ
る
。
ま
た
、
下
巻
第
十
三
話
「
同

法
印
（
西
塔
喜
楽
房
法
印
秀
覚
）、
御
鬮
に
依
て
、
三
千
座
の
護
摩

を
止
め
て
一
向
念
仏
せ
ら
る
る
事
」
で
は
、
秀
覚
法
印
が
越
州
白
山

で
大
行
を
果
た
し
、
帰
山
後
、
三
千
座
の
護
摩
を
行
う
と
の
立
願
を

す
る
。
し
か
し
護
摩
を
す
る
か
、
念
仏
に
帰
す
か
を
決
す
る
こ
と
と

な
り
三
つ
の
御
鬮
を
引
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
三
つ
と
は
、
一
つ
目

は
立
願
を
や
め
て
一
向
に
念
仏
す
る
事
、
二
つ
目
は
立
願
の
よ
う
に

護
摩
を
行
う
事
、
三
つ
目
は
立
願
を
代
官
に
行
わ
せ
て
、
自
身
は
一

向
に
念
仏
す
る
事
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
一
つ
目
の
御
鬮
が
出
た
た
め

護
摩
を
廃
し
て
一
向
に
念
仏
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
あ
る
。

　

こ
の
他
、
御
鬮
ほ
ど
で
は
な
い
が
霊
夢
に
ま
つ
わ
る
も
の
も
多
数

見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
上
巻
第
七
話｢

慶
阿
弥
、
餓
鬼
道
に
堕
し
て
、

念
仏
の
追
善
を
乞
ふ
事｣

で
は
夢
に
餓
鬼
道
に
落
ち
た
知
人
が
念
仏

の
追
善
を
請
う
霊
夢
感
得
譚
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
臨
終
に
狂
乱
し
て

い
た
病
者
が
念
仏
に
よ
っ
て
正
念
を
得
る
話
な
ど
も
あ
り
、
こ
れ
は

往
生
の
奇
瑞
を
記
述
す
る
往
生
伝
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
上
巻
第
三
話
「
弾
正
忠
守
貞
熊
野
権
現
の
霊
夢
感
得
の
事
」

で
は
守
貞
が
熊
野
権
現
の
使
い
と
い
う
山
伏
に
病
気
で
あ
る
と
言
わ
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っ
た
隆
尭
で
あ
っ
て
も
御
鬮
に
対
し
て
方
便
と
し
て
見
る
の
で
は
な

く
、
ま
さ
に
信
仰
や
行
動
を
支
え
る
も
の
と
し
て
絶
対
的
な
信
頼
を

与
え
て
お
り
、
十
分
に
聖
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
「
往
生
伝
」

相
対
的

絶
対
的

俗　

的

聖　

的

五
、
小
結

　

往
生
伝
中
に
お
け
る
往
生
行
の
価
値
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、

相
対
的
に
価
値
を
判
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
来
迎
の
描
写
が

出
来
る
往
生
伝
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
臨
終
を
描
か
な
い
『
称
名
念

仏
奇
特
現
証
集
』
に
お
い
て
は
念
仏
の
優
位
性
を
示
す
に
は
相
対
的

に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
往
生
伝
が
往
生
伝
た
る
に
は
来
迎
が
欠

か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
で
は
御

鬮
に
聖
意
を
託
す
が
、
こ
れ
も
往
生
伝
中
に
み
ら
れ
る
仏
菩
薩
の
来

迎
と
比
す
る
と
き
に
は
あ
ま
り
に
俗
的
と
い
う
ほ
か
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
実
際
に
は
往
生
伝
よ
り
も
現
実
的
な
も
の
と
し
て
人
々
が
価

値
を
認
め
て
受
容
し
、
江
戸
期
に
は
か
な
り
流
布
し
て
い
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
御
鬮
に
聖
意
を
託
す
こ
と
の
一
般
化
、
ま

た
こ
れ
と
同
時
に
、
来
迎
そ
の
も
の
の
価
値
の
低
下
、
も
っ
と
言
え

法
理
を
論
ぜ
ん
事
、
理
非
さ
え
あ
に
済
へ
か
ら
ず
。
然
は
諍
論

は
互
に
是
無
益
な
り４

。

と
い
い
御
鬮
に
よ
る
聖
意
に
よ
ろ
う
と
い
う
。
御
鬮
に
よ
っ
て
真
実

性
を
占
う
と
い
う
手
法
は
中
世
庶
民
信
仰
で
は
よ
く
使
わ
れ
る
も
の

の
一
つ
で
あ
る５

。
一
方
、
往
生
伝
に
お
い
て
念
仏
と
余
行
の
優
劣
判

断
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
往
生
伝
に
お
い

て
は
特
殊
な
場
合
を
除
け
ば
余
行
と
念
仏
が
比
べ
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
は
な
い６

。
行
者
が
あ
る
往
生
行
を
行
う
。
そ
の
後
、
そ
の
者
が
臨

終
時
に
来
迎
を
蒙
る
。
こ
の
事
実
こ
そ
が
行
者
の
往
生
行
の
正
し
さ

を
証
明
す
る
。
も
っ
と
も
各
往
生
伝
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
傾
向
が
あ
り
、

念
仏
者
の
多
い
往
生
伝
、
法
華
を
修
す
る
者
の
多
い
往
生
伝
な
ど
の

傾
向
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
読
み
手
が
往
生
行
の
優
劣
判
断
を

行
う
場
合
は
あ
る
が
、
各
伝
の
往
生
行
が
そ
の
伝
中
で
相
対
的
に
判

断
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
往
生
伝
に
お
い
て
は
来
迎

と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
往
生
行
の
価
値
は
絶
対
的
に
評
価
さ
れ
る
。

こ
の
違
い
を
考
え
た
と
き
『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
は
い
さ
さ
か

俗
的
で
あ
る
と
の
印
象
を
受
け
る
。
往
生
行
が
そ
の
本
質
に
は
触
れ

ら
れ
ず
御
鬮
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が
ら

中
世
に
お
い
て
は
こ
の
御
鬮
こ
そ
が
仏
や
神
の
冥
慮
を
直
接
伝
え
る

も
の
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
熱
心
な
専
修
念
仏
の
人
で
あ
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特
現
証
集
』
に
つ
い
て
」（『
日
本
仏
教
の
史
的
展
開
』、
一
九

九
九
）、
湯
谷
祐
三
「
金
勝
山
浄
厳
房
隆
尭
法
印
『
称
名
念
仏

奇
特
集
』
の
解
題
と
翻
刻
」（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀

要
』
十
九
、
一
九
九
九
）

２　

前
掲
湯
谷
論
文
一
五
四
頁
。

３　

各
話
の
詳
し
い
奇
瑞
は
添
付
資
料
に
挙
げ
た
通
り
で
あ
る
。

４　

前
掲
湯
谷
論
文
一
五
五
頁
。

５　

前
掲
伊
藤
論
文
。

６　

余
行
を
行
う
も
の
が
地
獄
か
ら
帰
っ
て
き
て
念
仏
を
勧
め
、
後

に
往
生
す
る
と
言
う
話
も
あ
る
が
、
基
本
的
構
造
と
し
て
は
本

文
の
通
り
。

７　

拙
稿
「
明
治
期
に
お
け
る
往
生
伝
と
そ
の
影
響
」（『
日
本
仏
教

教
育
学
研
究
』
十
八
、
二
〇
一
〇
）
掲
載
予
定
。

８　

大
橋
俊
雄
「
明
治
期
に
お
け
る
往
生
伝
に
つ
い
て
」（『
佛
教
論

叢
』
二
二
、
一
九
七
八
）
な
ど
に
詳
し
い
。

ば
来
迎
描
写
の
真
実
味
の
低
下
で
あ
る
。
や
や
時
代
は
下
る
が
、
実

際
に
江
戸
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
往
生
伝
は
そ
の
形
式
を
変
化
さ

せ
る
。
詳
し
く
は
稿
を
改
め
た
い
が７

、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
期
に

か
け
て
の
往
生
伝
で
は
臨
終
の
来
迎
描
写
が
減
少
し
て
い
く８

。
来
迎

の
価
値
の
低
下
が
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
の
だ
。
こ
の
根
底
に

は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
民
衆
の
捉
え
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
奇
瑞
の
在
り
方
の
傾
向
、
な
い
し
民
衆
の
奇
瑞
の
捉
え
方
の

変
化
は
こ
の
『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
の
そ
れ
を
通
し
て
も
裏
付

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
後
、
往
生
伝
は
編
纂

さ
れ
な
く
な
る
。
往
生
伝
が
往
生
伝
た
る
根
幹
で
あ
る
来
迎
描
写
の

信
頼
性
が
揺
ら
い
で
し
ま
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》

称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
、
隆
尭
、
往
生
伝
、
奇
瑞
、
来
迎

１　

玉
山
成
元
「『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
に
つ
い
て
」（『
大
正

史
学
』
三
、
一
九
七
三
）、
福
島
尚
「『
称
名
念
仏
奇
特
現
証

集
』
攷
」（『
語
文
と
教
育
』
五
、
一
九
九
一
）、
笹
田
教
彰

「『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
に
つ
い
て
」（『
仏
法
と
教
育
の

森
』、
一
九
九
一
）、
伊
藤
唯
真
「
隆
尭
法
印
の
『
称
名
念
仏
奇
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体
験

者
奇

特
往

生
行

の
変

化
・

勝
劣

奇
特

の
時

期
居

住
地

・
奇

特
の

現
場

そ
の

他
の

人
物

上
・

1
誓

願
寺

真
阿

蘇
生

（
心

了
西

堂
）

禅
→

念
仏

（
貴

賎
道

俗
）

応
永

十
九

年
冬

相
国

寺

2
江

州
の

禅
者

御
鬮

禅
→

念
仏

近
年

栗
本

郡
浮

気
の

里
玉

善
坊

隆
憲

3
弾

正
忠

守
貞

霊
夢

念
仏

応
永

二
十

三
年

十
二

月
晦

日
の

夜
栗

本
郡

浮
気

の
里

僧

4
宝

蔵
房

良
舜

御
鬮

真
言

→
念

仏
応

永
二

十
二

年
栗

本
郡

釣
安

養
寺

5
讃

岐
房

臨
終

正
念

念
仏

応
永

十
三

年
五

月
十

二
日

高
辻

油
小

路

6
三

河
房

円
盛

霊
夢

真
言

→
念

仏
金

勝
寺

7
慶

阿
弥

夢
（

日
来

知
音

な
り

し
人

）
念

仏
近

来
京

都

8
隆

尭
霊

夢
、

御
鬮

法
華

頓
写

→
念

仏
応

永
十

三
年

三
月

僧
尼

9
願

行
聖

夢
、

御
鬮

念
仏

常
陸

国
久

慈
郡

頼
朝

の
霊

10
大

進
房

光
運

老
母

憑
依

念
仏

去
年

二
月

二
日

以
前

金
勝

の
里

幼
者

、
下

女

11
大

河
内

禅
門

臨
終

に
三

尊
御

影
念

仏
去

年
七

月
十

五
日

近
江

愛
知

郡
上

河
瀬

下
・

12
喜

楽
房

法
印

秀
覚

真
言

→
念

仏
応

永
二

十
九

年
七

月
二

十
日

草
庵

13
喜

楽
房

法
印

秀
覚

御
鬮

護
摩

→
念

仏
不

動
の

御
前

14
良

俊
法

印
御

鬮
観

音
経

等
読

誦
→

一
向

専
修

第
13

話
以

降
愛

染
、

山
王

の
宝

前

15
営

禅
房

法
印

薬
師

仏
の

示
現

行
法

→
念

仏
応

永
二

十
三

年
二

月
一

日
栗

本
郡

駒
井

の
図

の
内

、
大

萱
の

里

16
月

輪
院

慶
覚

律
師

御
鬮

×
雑

修
、

○
専

修
応

永
三

十
三

年
三

月
二

日
愛

染
、

山
王

の
宝

前

17
大

喜
房

永
雅

霊
夢

観
音

経
読

誦
→

念
仏

応
永

三
十

三
年

六
月

三
日

野
洲

郡
欲

賀

18
大

夫
と

い
へ

る
若

法
師

御
鬮

×
余

行
、

○
念

仏
永

享
三

年
四

月
二

十
一

日
清

水
観

音
の

宝
前

19
持

善
房

豪
運

御
鬮

懺
法

→
念

仏
持

仏
堂

本
堂

不
動

の
宝

前

20
持

善
房

豪
運

御
鬮

×
諸

行
、

○
念

仏
去

月
三

十
番

神
の

宝
前

21
小

僧
御

鬮
念

仏
永

享
三

年
五

月
二

十
二

日
釈

迦
の

宝
前

※
奇

特
、

往
生

行
の

変
化

で
特

に
指

示
の

な
い

場
合

は
体

験
者

の
も

の
※

往
生

者
の

変
化

・
勝

劣
で

念
仏

と
記

入
の

場
合

は
単

に
念

仏
者

の
奇

特

『
称

名
念

仏
奇

特
現

証
集

』
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に
『
観
経
新
疏
』
の
引
用
例
を
整
理
し
、
良
忠
が
元
照
の
説
示
を
用

い
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い４

。

一
．
宋
代
浄
土
教
典
籍
に
つ
い
て

　

宋
代
仏
教
典
籍
に
つ
い
て
は
法
然
『
選
択
集
』
に
『
宋
高
僧
伝
』

『
龍
舒
浄
土
文
』
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が５

、
こ
と
宋
代
の
浄
土

教
典
籍
に
い
た
っ
て
は
あ
ま
り
引
用
が
み
ら
れ
な
い
。

　

宋
代
浄
土
教
典
籍
の
将
来
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
先
学
も
凝
然

『
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』
の
記
述６

と
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
を

踏
ま
え
て
泉
涌
寺
・
俊
芿
が
宋
代
浄
土
教
典
籍
を
将
来
し
た
と
し
て

一
致
し
て
い
る７

。

　

そ
の
将
来
し
た
具
体
的
な
書
名
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、

建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
に
帰
朝
し
た
際
に
多
く
の
典
籍
を
持
ち
帰

は
じ
め
に

　

良
忠
は
『
伝
通
記
』
の
な
か
で
宋
代
文
献
の
記
述
を
多
く
引
用
し

て
い
る
が
、
と
く
に
元
照
の
説
示
を
多
数
引
用
し
て
お
り
、
ま
た
そ

の
数
は
諸
師
の
『
観
経
』
注
釈
書
の
な
か
で
も
群
を
抜
い
て
い
る１

。

高
雄
義
堅
氏
は
こ
の
よ
う
な
良
忠
の
引
用
態
度
に
対
し
て
「
新
渡
の

宋
代
諸
撰
の
大
半
を
網
羅
せ
る
も
の
、
如
何
に
彼
が
新
学
に
対
し
て

進
取
的
な
態
度
を
有
せ
る
か
を
雄
弁
に
物
語
る
も
の
で
あ
る２

」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
高
雄
氏
の
見
解
は
そ
の
引
用
数
を
み
る
限
り
も
っ

と
も
な
も
の
で
あ
る
が
、
良
忠
が
禅
・
戒
律
と
念
仏
と
の
双
修
を
説

く
元
照
の
著
作
を
多
く
用
い
る
理
由
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う

か３

。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、『
伝
通
記
』
に
お
け
る
元
照
の
著
作
、
と
く

良
忠
述
『
観
経
疏
伝
通
記
』
に
お
け
る
引
用
典
籍
に
つ
い
て

―
元
照
『
観
経
新
疏
』
を
中
心
に
―

沼　

倉　

雄　

人
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二
．『
伝
通
記
』
に
お
け
る
元
照
著
作
の
引
用
数

　

前
述
し
た
よ
う
に
俊
芿
が
宋
代
浄
土
教
典
籍
を
将
来
し
て
以
後
、

と
く
に
親
鸞
・
長
西
以
降
、
そ
の
著
作
に
引
用
が
目
立
つ
よ
う
に
な

っ
た
。

　

石
田
氏
は
法
然
門
流
の
宋
代
浄
土
教
典
籍
の
引
用
傾
向
に
も
言
及

し
、
全
般
的
に
み
る
場
合
、
そ
の
受
容
の
さ
れ
方
は
文
字
注
釈
的
な

も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
傾
向
が
多
い
と
し
て
良
忠
の
引
用
傾
向
に

つ
い
て
も
一
言
し
、
元
照
の
善
導
批
判
に
対
し
て
反
論
的
態
度
が
弱

い
と
指
摘
し
て
い
る11

。

　

で
は
実
際
に
良
忠
の
引
用
傾
向
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
元
照
著
作
の
引
用
数
か
ら
整
理
を
行
い
た
い
。

　

高
雄
義
堅
氏
は
『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』
に
お
い
て
、
宋
代
浄
土

教
典
籍
の
日
本
移
入
に
対
す
る
諸
師
の
態
度
を
論
じ
て
お
り
、
浄
土

教
各
諸
師
の
宋
代
仏
教
典
籍
の
引
用
数
を
計
上
し
て
い
る11

。
高
雄
氏

の
整
理
か
ら
そ
の
数
を
み
る
か
ぎ
り
、
宋
代
浄
土
教
典
籍
の
な
か
で

も
と
く
に
元
照
の
著
作
か
ら
の
引
用
が
多
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

今
回
、
管
見
の
限
り
、『
伝
通
記
』
に
み
ら
れ
る
元
照
の
著
作
と

そ
の
引
用
・
指
摘
を
整
理
し
て
み
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
っ
た
。

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る８

。
つ
ま
り
、
宋
代
浄
土
教
典
籍
が
日
本
に
移

入
流
布
し
た
の
は
俊
芿
が
帰
朝
し
た
建
暦
元
年
以
降
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
法
然
の
門
弟
の
時
代
に
な
っ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
法
然
の
著
作
に
は
宋
代
浄
土
教
典
籍
の
引

用
が
ほ
ぼ
み
ら
れ
な
い
が
、
法
然
門
下
に
お
い
て
引
用
が
多
く
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
り９

、
伝
記
類
を
除
け
ば
そ
の
中
心
は
元
照
系
統
の
も

の
で
あ
る
。
高
雄
氏
は
法
然
門
下
に
お
け
る
宋
代
浄
土
教
典
籍
の
引

用
状
況
に
つ
い
て
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
引
用
す
る
宋
代
浄
土

教
典
籍
の
種
類
と
そ
の
引
用
数
が
増
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る11

。

　

ま
た
石
田
氏
は
俊
芿
の
も
た
ら
し
た
元
照
系
浄
土
教
の
法
然
門
流

へ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
石
田
氏
は
法
然
の
主
張

の
な
か
に
は
法
然
自
身
に
深
い
理
解
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
大
乗
仏
教

的
な
理
念
の
裏
づ
け
を
ほ
と
ん
ど
与
え
て
い
な
い
と
し
て
、
そ
の
門

下
に
お
い
て
称
名
念
仏
の
実
践
が
大
乗
仏
教
の
具
体
的
な
実
践
道
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
元
照
系
浄
土
教
が
そ
の
理
念

の
裏
づ
け
を
与
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る11

。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
一
端
に
持
ち
な
が
ら
、
良
忠
は
宋
代

浄
土
教
典
籍
、
と
く
に
そ
の
中
心
と
さ
れ
る
元
照
の
著
作
を
ど
の
よ

う
に
用
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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て
み
た
い
。

三
．『
伝
通
記
』
に
お
け
る
『
観
経
新
疏
』
の
引
用
傾
向

　

ま
ず
良
忠
が
『
観
経
新
疏
』
の
ど
の
よ
う
な
部
分
か
ら
引
用
し
て

い
る
か
と
い
う
と
、
仏
教
お
よ
び
『
観
経
』
が
説
か
れ
た
所
以
を
述

べ
る
「
興
教
来
致
」
と
十
六
定
善
の
利
益
を
解
説
す
る
「
顕
示
利

益
」、
お
よ
び
流
通
分
の
注
釈
か
ら
の
引
用
は
無
く
、
そ
れ
以
外
の

部
分
か
ら
は
ま
ん
べ
ん
な
く
引
用
し
て
い
る
。

　

そ
の
引
用
例
を
み
て
み
る
と
前
述
し
た
よ
う
に
ほ
ぼ
語
句
解
釈
の

た
め
か
、
ま
た
は
自
説
の
裏
づ
け
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
肯

定
的
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
大
勢
を
占
め
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、

元
照
の
説
示
に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
箇
所
が
い
く
つ
か
見
受
け
ら

れ
る
。

　

本
項
で
は
良
忠
の
元
照
へ
の
批
判
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
、
ま
た
先

に
も
指
摘
し
た
元
照
『
観
経
疏
』
の
善
導
批
判
で
あ
る
十
六
定
善
説

へ
の
良
忠
の
対
応
を
み
て
み
た
い
。

　

批
判
例
①

四
明
夫
人
見
仏
傷
歎
中
、『
経
』「
自
絶
瓔
珞
」
者
、
今
釈
可
見
。

浄
影
云
「《
自
絶
瓔
珞
挙
身
投
地
》、
身
業
懊
悩
。《
白
世
尊
》

下
口
業
怨
傷
」

已上
。
此
同
今
意
。
只
是
忽
見
如
來
。
羞
慚
自
絶

元照著作名 『伝通記』
中の引用数 引用箇所（『浄全』二巻）

① 『盂蘭盆経疏新記』 3 P77 上、P251 下、P437 上
② 『四分律行事鈔資持記』 1 P82 上、
③ 『観経新疏』 150 多数のため略
④ 『阿弥陀経義疏』 3 P141 下、P193 下、P263 下
⑤ 『四分律刪補隨機羯磨疏濟縁記』 1 P253 下
⑥ 『仏制比丘六物図』 2 P276 上、P276 上～下

　

こ
の
よ
う
に
『
伝
通
記
』
に

お
い
て
元
照
の
著
作
は
六
点
引

か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
か
ら
の

引
用
数
は
一
六
〇
箇
所
を
数
え
、

と
く
に
『
観
経
新
疏
』
の
引
用

が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、
そ
の
引
用
例
に
つ
い

て
み
て
み
れ
ば
、『
観
経
新
疏
』

以
外
は
ほ
ぼ
善
導
『
観
経
疏
』

の
語
句
に
対
す
る
逐
語
解
釈
と

し
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、

さ
ほ
ど
重
要
な
教
義
的
問
題
に

は
関
係
し
な
い
。『
観
経
新
疏
』

の
引
用
例
に
つ
い
て
も
一
五
〇

例
中
、
約
三
分
の
一
は
経
文
も

し
く
は
善
導
『
観
経
疏
』
の
語

句
に
対
す
る
逐
語
解
釈
の
た
め

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
次
に

『
伝
通
記
』
に
お
け
る
『
観
経

新
疏
』
の
引
用
傾
向
を
整
理
し
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則
往
生
莫
由
。
二
法
、
相
資
無
往
不
利
」

已上
。
此
非
今
意

（『
浄
全
』
二
、
二
八
三
頁
下
～
二
八
四
頁
上
）。

　

批
判
例
③

七
明
観
成
中
、『
経
』「
粗
見
極
楽
世
界
」
者
、
非
是
「
思
惟
」。

即
指
「
正
受
」
猶
名
「
粗
見
」。
未
見
本
質
。
而
見
影
像
且
云

「
粗
見
」。
如
彼
像
観
正
受
名
麁
。
又
至
後
観
時
見
前
観
境
、
其

境
彌
勝
。
故
望
後
見
正
受
名
「
粗
」。

故
知
礼
云
「
楼
観
成
四
事
都
現
。
是
故
至
此
得
総
観
名
。
雖
云

総
見
、
若
望
後
観
、
此
猶
約
略
。
故
曰
《
粗
見
》」

如
湛

同
之
。

然
霊
芝
云
「
言
《
粗
見
》
者
即
思
惟
也
。
下
文
《
若
見
此
》
者

即
正
受
也
」

已上
。

此
釈
不
然
。
楼
観
成
時
、
亦
見
前
境
。
雖
是
正
受
、
即
望
後
見

方
説
《
粗
見
》。
豈
是
思
惟
。
況
「
若
見
此
」
下
別
説
滅
罪
益
。

何
乖
文
相
属
正
受
見
（『
浄
全
』
二
、
三
三
四
頁
上
）。

　

以
上
、
元
照
の
解
釈
に
対
す
る
批
判
点
を
三
点
挙
げ
た
が
、
良
忠

の
元
照
批
判
は
善
導
の
説
示
・
理
解
に
そ
ぐ
わ
な
い
点
を
採
り
上
げ

て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
伝
通
記
』
が
善
導
『
観
経
疏
』

の
注
釈
で
あ
る
た
め
こ
の
よ
う
な
批
判
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
以

上
に
逐
語
解
釈
に
お
い
て
肯
定
的
な
用
例
が
多
い
点
を
考
え
る
と
、

高
雄
氏
が
指
摘
す
る
「
新
学
に
対
し
て
進
取
的
な
態
度
」
と
と
も
に

而
已
。

又
霊
芝
云
「
挽
断
項
瓔
持
用
献
仏
。
投
身
于
地
以
竭
其
誠
」。

『
妙
宗
鈔
』
云
「《
自
絶
瓔
珞
挙
身
投
地
号
泣
向
仏
》、
即
三
業

供
養
。《
絶
瓔
》《
投
地
》
是
身
。《
号
泣
》
是
口
。
以
二
顕
意
」

已上
。此

二
師
意
供
養
瓔
珞
。
然
『
経
』
不
説
供
養
。
故
難
依
用

（『
浄
全
』
二
、
二
五
八
頁
上
～
下
）。

　

批
判
例
②

問
、
三
種
浄
行
為
一
人
行
。

答
、
今
家
釈
有
単
行
・
複
行
・
具
行
之
義
。
具
如
下
文
。

又
嘉
祥
云
「
此
之
三
種
摂
世
・
出
世
、
摂
大
摂
小
、
摂
一
切
善

尽
。
故
明
此
三
種
也
。
然
此
三
善
、
得
是
三
人
、
得
是
一
人
。

三
人
者
如
向
。
得
是
一
人
者
、
始
従
凡
夫
任
運
修
習
此
善
、
次

入
仏
法
受
三
帰
五
戒
、
乃
至
従
小
入
大
乗
。
始
終
一
人
、
具
足

修
此
三
善
也
」。

『
妙
宗
鈔
』
云
「
此
三
種
業
、
得
前
前
者
不
得
後
後
。
得
後
後

者
必
得
前
前
」。

又
霊
芝
云
「
所
以
先
明
三
福
者
、
即
是
修
観
行
人
、
合
行
事
業
。

非
観
無
以
導
其
福
。
非
福
無
以
成
其
観
。
有
観
無
福
則
闕
於
荘

厳
、
有
福
無
観
則
牽
於
異
趣
。
闕
荘
厳
則
獲
報
非
勝
。
牽
異
趣
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已
下
三
種
観
彼
徒
衆
」（『
正
蔵
』
三
七
、
二
九
九
頁
中
）
と
い
う
よ

う
に
、
い
わ
ゆ
る
三
輩
九
品
も
観
法
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

こ
の
違
い
は
経
文
の
「
教
我
思
惟
、
教
我
正
受
」
の
思
惟
・
正
受
の

理
解
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
善
導
以
前
の
諸
師
が
思
惟
を
三

福
、
正
受
を
十
六
観
と
解
釈
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
善
導
は
『
華
厳

経
』
の
説
示
を
指
摘
し
て
思
惟
・
正
受
を
三
昧
の
異
名
と
し
、
さ
ら

に
そ
の
前
段
に
示
さ
れ
る
「
教
我
観
於
清
浄
業
処
」
と
い
う
文
を
指

摘
し
て
韋
堤
希
が
請
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
「
処
」
で
あ
る
こ
と

を
主
張
し
て
思
惟
・
正
受
と
も
に
定
善
と
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
説
に
対
し
、
元
照
は
玄
義
の
第
四
・
異
同
料
簡
の
初
め

「
福
観
を
明
か
す
」
に
お
い
て
、
経
文
・
諸
師
・
善
導
の
説
示
を
挙

げ
た
う
え
で
、「
即
知
、《
思
惟
》《
正
受
》
祇
是
請
観
耳
。
観
前
方

便
故
曰
《
思
惟
》、
正
観
成
就
故
名
《
正
受
》」（『
正
蔵
』
三
七
、
二

八
三
頁
上
）
と
述
べ
、
善
導
の
説
に
一
部
依
拠
し
な
が
ら
も
、
独
自

の
見
解
を
展
開
し
て
い
る
。

　

さ
き
に
石
田
充
之
氏
が
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
元
照
の
十
六
定
善

説
に
対
す
る
反
論
的
態
度
が
極
め
て
弱
い
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を

述
べ
た
が
、
そ
の
際
に
石
田
氏
が
指
摘
し
て
い
る
『
伝
通
記
』
の
説

示
は
釈
名
門
の
な
か
の
「
又
大
師
、
若
存
十
六
定
善
之
義
者
、
霊
芝

新
学
を
含
め
て
検
討
し
善
導
の
『
観
経
』
解
釈
を
正
し
く
後
進
に
伝

え
よ
う
と
す
る
良
忠
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

十
六
定
善
説
批
判

　

続
い
て
元
照
の
十
六
定
善
説
に
対
す
る
良
忠
の
対
応
を
み
て
み
た

い
。
元
照
は
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
『
観
経
新
疏
』
に
お
い
て
善

導
の
十
三
定
善
・
三
輩
散
善
説
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
観
経

新
疏
』
の
科
文
の
う
ち
、
玄
義
の
第
四
・
異
同
料
簡
の
な
か
の
第

二
・
定
散
を
弁
ず
、
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

二
弁
定
散

善
導
玄
義
云
「
前
十
三
観
為
定
善
、
後
三
福
九
品
対
前
三
福
為

散
善
」。

今
謂
不
然
。
若
如
所
判
、
即
応
止
有
十
三
観
。
那
名
十
六
観
耶
。

況
下
九
品
。
上
品
結
云
「
是
名
上
輩
生
想
名
第
十
四
観
」。
中

下
亦
然
。
何
得
後
三
、
独
名
散
善
。
止
用
此
求
不
攻
。
自
破
、

依
法
不
依
人
。
涅
槃
極
誡
至
後
九
品
。
当
更
弁
之
（『
正
蔵
』

三
七
、
二
八
三
頁
上
～
中
）。

　

右
記
の
よ
う
に
元
照
は
善
導
の
説
を
否
定
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
、

①
（
観
法
が
）
十
三
で
あ
る
な
ら
ば
「
十
六
観
」
と
い
わ
ず
に
「
十

三
観
」
と
す
べ
き
で
あ
る
、
②
上
品
の
結
文
に
「
第
十
四
観
」
と
あ

る
、
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
元
照
は
上
品
を
解
釈
す
る
前
に
「
十
四
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い
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
が
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
長
西
『
観
経
疏

光
明
抄
』
の
次
の
説
示
が
注
目
さ
れ
る
。

難
云
、
諸
師
与
今
師
云
文
異
義
同
者
如
何
。
元
照
『
観
経
疏
』

云
「
次
弁
定
散
。
善
導
玄
義
云
《
前
中
三
観
為
定
善
、
後
三
観

九
品
対
前
三
福
為
散
善11

》。
今
謂
、
不
然
。
若
如
所
判
、
即
応

止
有
十
三
観
。
那
名
十
六
観
耶
。
況
下
九
品
上
品
結
云
《
是
名

上
輩
生
想
、
名
第
十
四
観
》。
中
・
下
、
亦
然
。
何
得
後
三
独

名
散
善
、
止
用
此
求
不
攻
自
破
。
依
法
不
依
人
涅
槃
極
誡
」

文
。

以
此
又
証
、
諸
師
与
今
師
解
釈
水
火
也
。
何
云
文
異
義
同
歟
。

答
、
爾
也
。
難
勢
一
往
来
。
但
至
次
下
定
散
門
先
釈
自
義
云

「
従
日
観
下
至
十
三
観
已
来
名
為
定
善
、
三
福
九
品
名
為
散
善
」

文
、
次
挙
他
解
云
「
諸
師
将
思
惟
一
句
用
合
三
福
九
品
以
為
散

善
、
正
受
一
句
通
合
十
六
観
以
為
定
善
」

文
。
此
釈
意
、
顕
諸

師
解
釈
与
吾
解
釈
不
違
之
由
也
（『
宗
学
研
究
』
九
、
二
〇
〇

頁
）。

　

長
西
は
元
照
の
説
示
を
指
摘
し
て
元
照
が
主
張
す
る
十
六
定
善
説

を
受
容
し
、
元
照
の
説
が
善
導
の
意
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
善

導
自
身
も
諸
師
と
異
な
る
見
解
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
長
西
は
善
導
と
元
照
の
説
の

会
通
を
試
み
た
が
、
結
果
的
に
元
照
の
影
響
を
受
け
、
元
照
の
十
六

那
破
。
霊
芝
、
若
迷
今
家
釈
義
猥
作
破
文
末
学
彌
迷
」（『
浄
全
』
二
、

一
四
九
頁
上
）
と
い
う
点
を
受
け
て
の
こ
と
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
実
際
に
は
良
忠
は
『
伝
通
記
』
定
散
料
簡
門
に
お
い
て
定

善
・
散
善
の
分
類
に
つ
い
て
『
観
経
疏
』
の
「
如
斯
解
者
将
謂
不

然
」
と
い
う
一
文
の
解
釈
に
あ
た
り
、
は
っ
き
り
と
諸
師
の
説
を
否

定
し
、
善
導
の
解
釈
に
依
っ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
十
六
定
善
説
へ
の
良
忠
の
対
応
に
つ
い
て
は
定
散
料

簡
門
に
お
け
る
説
示
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

良
忠
は
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
『
観
経
疏
』
の
「
合
十
六
観
以
為

定
善
」（『
浄
全
』
二
、
五
頁
上
）
の
解
釈
に
あ
た
り
、
浄
影
寺
慧
遠
、

智
顗
、
吉
蔵
、
元
照
の
説
示
を
紹
介
し
て
い
る
。
つ
づ
く
「
如
斯
解

者
将
謂
不
然
」
の
解
釈
に
お
い
て
十
六
観
を
定
善
と
す
る
諸
師
の
説

を
否
定
し
、
な
に
よ
り
も
善
導
自
身
の
こ
と
ば
に
「
不
然
」
と
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
善
導
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で

良
忠
は
次
の
よ
う
な
問
い
を
置
い
て
い
る
。

問
、
次
正
破
中
唯
破
思
惟
散
善
之
義
、
不
破
十
六
定
善
之
義
。

故
知
、
十
六
定
善
之
義
、
自
他
共
許
（『
浄
全
』
二
、
一
六
六

頁
下
）。

　

こ
れ
は
善
導
自
身
が
十
六
観
す
べ
て
を
定
善
と
も
し
て
い
た
と
み

た
解
釈
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
実
際
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
す
る
者
が
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く
ま
で
も
十
三
定
善
・
三
輩
散
善
と
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
、
長
西
『
光
明
抄
』
の
説
示
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
良
忠
は
元
照
の
善
導
批
判
の
説
示
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
善
導
の
立
場
を
よ
り
明
確
に
示
し
、
さ
ら
に
は
元
照
の
影
響
を
受

け
た
法
然
門
下
の
解
釈
に
も
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る11

。

小
結

　

本
稿
に
お
い
て
は
『
伝
通
記
』
中
に
お
け
る
元
照
『
観
経
新
疏
』

の
引
用
の
な
か
で
も
、
と
く
に
批
判
的
用
例
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ

の
う
え
で
良
忠
が
元
照
の
説
示
を
用
い
る
理
由
を
考
察
し
た
。

　

そ
の
引
用
の
多
く
は
語
句
解
釈
に
用
い
ら
れ
肯
定
的
な
受
容
が
多

い
も
の
の
、
経
文
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
説
示
を
引
用
し
て
は

っ
き
り
批
判
す
る
点
も
見
受
け
ら
れ
、
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
語

句
解
釈
の
う
え
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
ま
た

善
導
の
教
学
に
沿
わ
な
い
点
に
つ
い
て
も
採
り
あ
げ
そ
の
説
示
を
検

討
し
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
元
照
の
説
示
を
批
判
し
つ
つ
、

法
然
門
下
の
異
義
に
つ
い
て
も
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

良
忠
当
時
に
お
い
て
宋
代
浄
土
教
典
籍
は
ほ
ぼ
新
規
に
流
入
し
た
も

定
善
説
を
支
持
す
る
形
に
な
り
、
善
導
も
十
六
定
善
説
を
肯
定
し
て

い
た
と
す
る
説
を
示
す
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

良
忠
は
お
そ
ら
く
こ
の
長
西
の
説
を
受
け
て
問
い
を
設
定
し
対
応

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
良
忠
は
善
導
が
あ
く
ま
で
も
諸
師
の
十
六
定

善
説
を
否
定
し
、
十
三
定
善
・
三
輩
散
善
の
立
場
に
あ
る
こ
と
を
明

示
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

若
云
今
家
亦
存
十
六
定
善
義
者
、
縦
使
玄
義
雖
是
幽
隠
、
更
至

依
文
応
灼
然
釈
三
輩
定
義
。
然
全
不
見
汝
所
立
旨
。
況
乎
、
分

科
・
結
文
、
併
分
定
・
散
際
限
。
何
固
迷
錯
（『
浄
全
』
二
、

一
六
六
頁
下
）。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
善
導
が
も
し
十
六
定
善
の
義
を
認
め
て
い
た
と

す
る
な
ら
ば
、
後
段
の
序
分
義
以
降
に
お
い
て
三
輩
が
定
善
で
あ
る

と
の
解
釈
を
示
す
は
ず
で
あ
り
、
問
い
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
説
示

は
み
ら
れ
な
い
と
断
言
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
続
い
て
良
忠
は
元
照
の
善
導
批
判
の
一
文
を
引
用
し
、

「
霊
芝
、
豈
、
謬
解
今
釈
耶
」（『
浄
全
』
二
、
一
六
七
頁
上
）
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
加
え
、
さ
き
に
指
摘
し
た
釈
名
門
の
一
文
を

含
め
て
み
た
な
ら
ば
、
一
見
す
る
と
単
に
元
照
自
身
を
批
判
し
て
い

る
だ
け
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
良
忠
は
元
照

の
善
導
批
判
の
説
示
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
照
も
善
導
は
あ
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故
。
今
所
釈
択
善
従
之
。
必
有
差
訛
不
無
紀
正
」（『
正
蔵
』
三

七
、
二
八
五
頁
下
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

２　

高
雄
義
堅
『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』（
百
華
苑
、
一
九
七
五
）

一
八
二
頁
。

３　

宋
代
仏
教
の
日
本
へ
の
影
響
を
取
り
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、

石
田
充
之
編
『
鎌
倉
仏
教
成
立
の
研
究 

俊
芿
律
師
』（
法
蔵
館
、

一
九
七
二
）
所
収
の
各
氏
の
論
文
や
、
高
雄
義
堅
『
宋
代
仏
教

史
の
研
究
』（
百
華
苑
、
一
九
七
五
）
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
、

良
忠
に
関
し
て
も
そ
の
な
か
で
触
れ
ら
れ
る
が
、
宋
代
文
献
の

具
体
的
な
引
用
例
を
扱
っ
た
研
究
は
み
ら
れ
な
い
。

４　

 

な
お
、
良
忠
は
他
師
の
引
用
文
の
あ
と
に
「
霊
芝
同
之
」
な

ど
諸
師
の
名
前
の
み
を
提
示
す
る
場
合
が
あ
る
。
今
回
は
こ
の

よ
う
な
場
合
も
引
用
と
同
様
に
指
摘
し
た
。

５　
『
聖
典
』
三
、
一
一
頁
、
一
七
頁
、
七
八
頁
、
八
七
頁
。

６　

泉
湧
俊
芿
不
可
棄
法
師
、
遠
越
波
瀾
入
宋
学
法
。
正
伝
台
教
・

律
宗
、
兼
伝
霊
芝
浄
教
。
即
是
浄
教
相
伝
規
模
（『
日
仏
全
』

一
〇
一
、
一
〇
五
頁
）。

７　

高
雄
義
堅
『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』、
石
田
充
之
「
鎌
倉
浄
土

教
と
俊
芿
律
師
」（
石
田
充
之
編
『
鎌
倉
仏
教
成
立
の
研
究 

俊

芿
律
師
』、
法
蔵
館
、
一
九
七
二
）
な
ど
。

の
で
あ
り
、
法
然
門
下
に
も
用
い
ら
れ
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
だ
け

に
そ
の
影
響
は
大
き
く
、
善
導
の
『
観
経
』
理
解
を
ゆ
が
め
さ
せ
て

し
ま
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
、
良
忠
は
新
し
い
も
の
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も

善
導
の
理
解
に
基
づ
い
た
『
観
経
』
解
釈
を
提
示
し
、
宋
代
浄
土
教

典
籍
、
と
く
に
元
照
の
影
響
を
受
け
た
法
然
門
下
の
教
義
に
つ
い
て

対
応
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
石
田
氏
は
『
伝
通
記
』
に
お

け
る
元
照
の
善
導
批
判
に
対
し
て
反
論
的
態
度
が
弱
い
こ
と
を
指
摘

し
て
い
た
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
無
く
、
善
導
の
説
と
は
異
な
る
元

照
の
十
六
定
善
説
は
良
忠
に
は
け
っ
し
て
受
容
し
得
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
元
照
の
影
響
を
受
け
た
『
光
明
抄
』
の
説
示
は
法
然

が
「
偏
依
善
導
一
師
」
と
表
敬
し
た
善
導
の
教
義
を
曲
解
し
た
も
の

で
あ
り
、
良
忠
は
そ
の
対
応
に
迫
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

１　

元
照
の
『
観
経
』
解
釈
の
立
場
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
そ

の
序
文
の
「
然
則
諸
師
著
撰
各
尚
所
宗
。
後
進
披
尋
莫
知
攸
往
。

由
是
参
詳
名
理
酬
校
古
今
。
摭
取
優
長
芟
除
繁
瑣
。
述
而
不

作
」（『
正
蔵
』
三
七
、
二
七
九
頁
上
）
や
、
上
巻
末
の
「
又
前

代
解
釈
凡
有
数
家
。
隋
朝
慧
遠
法
師
天
台
智
者
大
師
皆
有
章
疏
。

唐
善
導
和
尚
亦
立
玄
義
。
並
行
於
世
。
而
各
尚
宗
風
互
形
廃
立
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俊
芿
と
の
関
係
か
ら
そ
の
影
響
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。

高
雄
氏
は
長
西
の
宗
風
に
つ
い
て
「
長
西
は
諸
宗
兼
学
の
人
で

あ
り
、
か
か
る
立
場
で
の
所
見
が
純
正
浄
土
教
に
縁
遠
き
こ
と

は
自
然
の
理
わ
り
で
あ
る
。
殊
に
長
西
は
俊
芿
と
の
関
係
か
ら

元
照
浄
土
教
を
重
視
し
、
お
そ
ら
く
そ
の
法
門
を
自
己
教
学
の

組
織
内
容
に
摂
取
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
」（
高
雄
義
堅

『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』
一
九
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

８　

所
将
来
者
、
仏
舎
利
三
粒
、
普
賢
舎
利
一
粒
、
如
庵
舎
利
三
粒
、

釈
迦
三
尊
｛
三
幅
｝
碑
文
、
十
六
羅
漢
二
本
｛
三
十
二
幅
｝、

水
墨
羅
漢
｛
十
八
幅
｝、
南
山
・
霊
芝
真
影
｛
各
一
幅
｝、
律
宗

大
小
部
文
三
百
二
十
七
巻
、
天
台
教
観
文
字
七
百
一
十
六
巻
、

華
厳
章
疏
百
七
十
五
巻
、
儒
道
書
籍
二
百
五
十
六
巻
、
雑
書
四

百
六
十
三
巻
、
法
帖
御
書
堂
帖
等
碑
文
七
十
六
巻
、
雑
碑
等
不

能
委
記
。
都
盧
二
千
一
百
三
（『
日
仏
全
』
一
一
五
、
五
二
七

頁
上
）。

９　

石
田
充
之
「
鎌
倉
浄
土
教
と
俊
芿
律
師
」（
前
掲
書
）
一
九
〇

～
一
九
四
頁
参
照
。

10　

高
雄
義
堅
『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』
一
九
一
頁
。

11　

石
田
充
之
「
鎌
倉
浄
土
教
と
俊
芿
律
師
」（
前
掲
書
）
一
九
五

頁
。

12　

石
田
充
之
「
鎌
倉
浄
土
教
と
俊
芿
律
師
」（
前
掲
書
）
一
九
八

頁
。

13　

高
雄
義
堅
『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』
一
八
二
～
一
八
三
頁
。

14　
『
光
明
抄
』
自
体
に
は
表
記
し
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
脚
注
を
付
し
て
「
前
十
三
観
為
定
善
、
後
三
福
九

品
対
前
三
福
為
散
善
」
の
書
き
誤
り
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

15　

長
西
の
こ
の
よ
う
な
元
照
の
受
容
の
し
か
た
は
、
そ
の
立
場
と
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の
視
点
が
導
入
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
宗
祖
法
然
が
、
当
時
救
わ
れ
難
い
と
さ
れ
て
い
た
女

性
に
対
し
て
救
い
の
道
を
指
し
示
し
た
事
柄
を
見
て
い
く
。
そ
し
て
、

法
然
の
二
つ
の
伝
記
と
、
そ
の
ゆ
か
り
の
三
寺
院
よ
り
女
性
の
救
い

と
往
生
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

二
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
に
お
け
る
女
性
観 

　

そ
れ
で
は
、
仏
教
は
ど
の
よ
う
な
女
性
観
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
仏
教
の
開
祖
釈
迦
は
、
ど
の
よ
う
な
教
え
を
説
き
、
実
際

に
、
イ
ン
ド
の
社
会
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

釈
迦
の
説
い
た
仏
教
の
教
え
は
、
男
女
平
等
に
悟
り
を
求
め
仏
に

成
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
実
際
の
イ
ン
ド
で
は
、「
四
姓
制
度
」

に
よ
る
階
級
差
別
や
男
女
差
別
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
代
表
的
な

も
の
に
法
律
書
（
紀
元
前
二
世
紀
頃
成
立
）
の
『
マ
ヌ
法
典
』
に
次

の
よ
う
な
「
三
従
」
思
想
が
見
受
け
ら
れ
る
。

一
、
は
じ
め
に

　

今
日
、
世
界
で
は
様
々
な
側
面
か
ら
人
権
尊
重
の
声
が
あ
が
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
社
会
生
活
の
中
で
一
人
ひ
と
り
が
人
間
と

し
て
の
尊
厳
が
守
ら
れ
、
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
、

こ
の
実
現
を
促
す
動
き
で
あ
る
。
古
く
か
ら
人
々
は
人
種
、
年
齢
、

性
別
、
職
業
な
ど
に
よ
る
差
別
を
受
け
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
差
異
は

往
々
に
し
て
、
そ
の
環
境
、
時
代
、
そ
の
地
域
の
価
値
観
、
思
想
に

よ
っ
て
差
別
の
対
象
と
さ
れ
、
ひ
い
て
は
、
一
人
の
人
間
を
傷
つ
け
、

何
に
も
変
え
ら
れ
な
い
人
と
し
て
の
尊
厳
を
奪
っ
た
。
権
力
に
よ
っ

て
抑
圧
さ
れ
、
苦
し
み
に
耐
え
忍
ん
で
い
た
人
々
も
少
な
く
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
さ
て
、
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）
に
は
男
女
雇
用

機
会
均
等
法
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
六
月
二
十
三
日
に
は
男

女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
年
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
論
が
盛
ん
に
と
な
え
ら
れ
、
仏
教
に
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら

仏
教
と
女
性　

―
法
然
に
お
け
る
女
人
教
化
―

野　

笹　

浄　

照



─ 228 ─

よ
う
に
差
別
を
受
け
て
き
た
女
性
た
ち
に
対
し
て
法
然
は
ど
の
よ
う

な
教
え
を
説
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
が
京
都
の
吉
水
の
庵
で
、

た
ず
ね
来
る
人
々
に
念
仏
の
教
え
を
説
い
て
い
る
場
面
が
あ
る
が
、

そ
こ
で
は
、
老
若
男
女
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
法
然
の
教
え
に
耳
を
傾

け
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
法
然
の
説
法
の
中
に
『
百
四
十
五
箇
条
問
答
』
が
あ

る
。
こ
れ
は
女
人
と
の
問
答
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
女
人
が
、

月
の
は
ば
か
り
の
あ
ひ
た
、
神
の
れ
う
に
経
は
く
る
し
く
候
ま

し
き
か
。

と
問
う
た
の
に
対
し
て
法
然
は
、

神
や
は
ば
か
る
ら
ん
、
仏
法
に
は
い
ま
ず
、
陰
陽
師
に
と
は
せ

給
へ４

と
答
え
て
い
る
。
女
性
の
「
五
障
三
従
」
の
思
想
の
上
に
、
日
本
の

神
道
の
思
想
が
織
り
ま
ざ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
少
し
説

明
し
た
い
と
思
う
。
神
道
に
お
け
る
穢
れ
に
は
、
人
畜
の
死
に
関
わ

る
「
死
穢
」
と
女
性
の
月
経
や
出
産
に
関
わ
る
血
穢
と
あ
り
、
非
日

常
的
、
神
秘
的
な
も
の
を
恐
れ
、
聖
な
る
も
の
も
穢
れ
と
し
て
の
観

念
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
も
、
イ
ン
ド
で

は
な
く
、
中
国
で
発
生
し
た
と
さ
れ
る
『
血
盆
経
』
が
と
な
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
る５

。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
先
に
述
べ
た
よ
う
な
疑
問

幼
年
と
青
年
と
老
年
と
を
問
わ
ず
女
子
は
何
事
を
も
独
立
に
な

す
こ
と
を
得
な
い
、
自
分
の
家
に
お
い
て
も
亦
同
じ
で
あ
る
。

幼
年
に
は
父
に
従
属
す
べ
く
、
青
年
に
は
そ
の
手
を
執
り
し

（
夫
）
に
、
夫
の
死
後
は
そ
の
子
に
（
従
属
す
る
）、
婦
女
は
決

し
て
独
立
す
る
こ
と
を
得
な
い１

。

　

こ
の
「
三
従
」
思
想
は
、
イ
ン
ド
だ
け
で
な
く
、
儒
教
の
国
で
あ

る
中
国
に
も
あ
り
、
仏
教
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
わ
た
り
、
仏
典
が

漢
訳
さ
れ
た
時
に
「
三
従２

」
と
「
五
障３

」
の
思
想
が
取
り
入
れ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

イ
ン
ド
の
社
会
に
お
い
て
女
性
の
地
位
が
低
く
置
か
れ
て
い
る
と

い
う
背
景
が
あ
り
な
が
ら
、
釈
迦
は
人
間
の
絶
対
的
平
等
を
説
い
て

い
る
。
し
か
し
、
仏
教
が
中
国
へ
伝
わ
っ
た
時
に
、「
五
障
三
従
」

の
思
想
が
で
き
あ
が
り
、
や
が
て
、
日
本
に
仏
教
が
伝
わ
っ
た
時
に

は
、
汚
穢
思
想
と
相
ま
っ
て
、
女
性
が
排
除
さ
れ
て
い
く
歴
史
を
た

ど
る
の
で
あ
る
。

三
、
男
女
平
等
観
を
説
く
法
然
の
教
え

　

日
本
の
中
世
、
鎌
倉
時
代
ま
で
は
、
仏
教
は
や
や
も
す
れ
ば
特
定

の
上
流
階
級
の
者
に
し
か
救
い
の
手
が
差
し
の
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。

法
然
は
そ
れ
を
万
人
平
等
の
救
い
へ
と
変
革
さ
せ
た
の
だ
が
、
こ
の
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ず
る
こ
と
を
得
ず
と
云
ば
、
こ
れ
は
こ
れ
妄
説
に
し
て
信
ず
べ

か
ら
ず
と
云
云　

こ
れ
す
な
わ
ち
、
女
人
の
苦
を
抜
き
て
、
女

人
に
楽
を
与
う
る
慈
悲
の
御
心
の
誓
願
利
生
な
り７

。

と
説
く
。
こ
の
よ
う
に
、
法
然
は
女
性
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
明

ら
か
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
よ
り
よ
い
方
向
へ
導
い
た
の
で
あ
る
。
ち

な
み
に
こ
こ
に
出
て
く
る
道
宣
の
引
用
は
『
浄
心
誡
観
法
』
に
見
ら

れ
る８

。
同
書
は
二
巻
か
ら
な
り
、
修
行
と
教
化
の
方
法
を
説
い
て
い

る
。
浄
心
と
は
心
の
汚
れ
を
除
い
て
清
浄
に
す
る
こ
と
、
誡
観
と
は

悪
を
離
れ
真
理
を
獲
得
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
中
に
女
人

の
十
悪
を
あ
げ
て
お
り
、
引
用
部
分
は
そ
の
中
の
第
一
番
目
の
悪
を

述
べ
る
箇
所
に
、

誡
觀
女
人
十
惡
如
實
厭
離
解
脫
法
第
十
一

女
人
十
惡
者
。
具
說
難
窮
。
今
略
言
之
令
生
厭
離
。
一
者
貪
婬

無
量
無
厭
。
經
云
。
十
方
國
土
有
女
人
處
即
有
地
獄
。
一
切
障

道
此
為
是
苦
。
女
人
欲
男
如
海
吞
流
。
百
千
萬
劫
畢
竟
不
滿
。

得
一
望
一
。
心
意
狂
亂
。
見
可
意
男
悉
願
與
交
。
猶
火
納
薪
多

益
多
熾
。
晝
夜
行
坐
無
忘
欲
時
。
受
五
道
身
皆
女
形
攝
。
先
際

已
來
女
根
未
轉
。
徹
窮
劫
世
不
免
女
身
。
故
名
貪
欲
無
厭９

。

と
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
女
性
た
ち
を

法
然
は
ど
の
よ
う
に
教
え
導
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
記
さ

を
女
人
は
抱
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
法
然
は
仏
法
に
は
障
り
な
し

と
と
な
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
男
女
に
差
別
な
し
の
視
点
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
又
、
法
然
は
女
性
の
往
生
に
つ
い
て
以
下
の
見
解
を

示
し
て
い
る
。

　
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
の
う
ち
第
三

十
五
願
（
女
人
往
生
の
願
）
に
、

設
我
得
仏
。
十
方
無
量
不
可
思
議
諸
仏
世
界
。
其
有
女
人
聞
我

名
字
。
歓
喜
信
楽
発
菩
提
心
厭
悪
女
身
。
寿
終
之
後
復
為
女
像

者
。
不
取
正
覚６

。

と
あ
る
。
こ
れ
を
法
然
は
『
無
量
寿
経
釈
』
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
疑
い
あ
り
。
上
の
念
仏
往
生
の
願
は
男
女
を
嫌

わ
ず
、
来
迎
引
接
の
男
女
に
亘
る
、
繋
念
定
生
の
願
も
ま
た
然

な
り
。
今
別
に
こ
の
願
有
り
、
そ
の
心
云
何
。（
中
略
）
道
宣
、

経
を
引
き
て
云
く
、「
十
方
世
界
に
女
人
あ
る
処
に
は
す
な
わ

ち
地
獄
有
り
」
と
云
云　

如
之
内
に
五
障
有
り
、
外
に
三
従
有

り
。（
中
略
）
こ
れ
に
因
て
往
生
有
る
べ
き
故
、
こ
の
理
を
鑑

て
別
に
こ
の
願
有
り
と
云
云　

善
導
こ
の
願
を
釈
し
て
云
く

「
す
な
わ
ち
弥
陀
の
大
願
力
に
由
る
が
故
に
女
人
仏
を
称
す
れ

ば
正
し
く
命
終
の
時
に
、
す
な
わ
ち
女
身
を
転
じ
て
男
子
と
成

る
こ
と
を
得
。」（
中
略
）
道
俗
有
り
て
云
く
、
女
人
浄
土
に
生



─ 230 ─

い
ま
ハ
西
方
極
楽
の
み
た
の
ち
か
ひ
を
た
の
む
へ
し

と
う
た
ひ
け
れ
は
、
む
ら
さ
き
の
雲
、
青
海
波
に
た
な
ひ
き
、

音
楽
人
に
聞
て
、
異
香
身
二
か
お
り
つ
つ
、
往
生
を
と
け
侍
り

け
れ
は
、
今
、
上
人
を
お
か
み
た
て
ま
つ
り
て
、
同
し
く
其
縁

を
む
す
は
む
と
、
を
の
を
の
申
侍
け
る11

。

　

以
上
の
文
は
法
然
が
念
仏
の
法
難
を
受
け
、
四
国
へ
配
流
と
な
り

そ
の
旅
路
の
途
中
で
出
会
っ
た
人
々
の
話
で
あ
る
。
内
容
は
小
松
天

皇
及
び
天
王
寺
別
当
行
尊
拝
堂
の
時
、
江
口
神
崎
の
遊
女
へ
の
祝
儀

の
故
事
を
引
き
、
播
州
室
津
に
お
い
て
法
然
が
遊
女
に
対
し
て
念
仏

教
化
を
し
た
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。

　
（
二
）『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
四
十
八
巻
伝
）
よ
り

　

四
十
八
巻
伝
は
法
然
の
百
回
忌
を
記
念
し
て
そ
の
前
後
頃
に
成
立

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
伝
記
は
鎌
倉
時
代
か
ら
複

数
絵
巻
が
製
作
さ
れ
て
い
る
中
で
も
、
法
然
の
行
状
を
も
っ
と
も
克

明
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
編
著
者
は
舜
昌
と
さ
れ
、
後
伏
見
上

皇
の
勅
令
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
。
以
下
に
述
べ
る
文
は
上

記
の
四
巻
伝
よ
り
後
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
遊
女
の
教
化
の
話

が
現
在
に
も
語
り
継
が
れ
、
室
津
の
場
所
に
お
い
て
も
、
法
然
と
遊

女
に
ま
つ
わ
る
資
料
や
遺
品
と
さ
れ
る
も
の
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

昔
、
室
の
泊
は
港
町
と
し
て
栄
え
、
遊
女
の
集
ま
る
場
で
あ
っ
た
。

れ
て
い
る
法
然
の
伝
記
を
見
て
い
き
た
い
。

四
、
法
然
伝
に
お
け
る
女
人
教
化

　
（
一
）『
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
』（
四
巻
伝
）
よ
り 

　
『
四
巻
伝
』
は
「
善
導
寺
本
」
に
よ
る
と
法
然
滅
後
の
二
十
五
年

後
の
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
に
成
立
し
、
詞
書
の
執
筆
者
は
躭
空
、

絵
図
は
観
空
で
あ
る
。
そ
の
詞
書
の
第
二
九
図
に
以
下
の
遊
女
の
話

が
あ
る
。

室
津
に
つ
き
給
け
れ
ば
、
君
た
ち
ま
い
り
侍
け
り
。
む
か
し
小

松
天
皇
、
八
人
の
姫
宮
を
七
道
に
つ
か
ハ
し
て
、
君
の
名
を
と

ど
め
宮
中
に
、
天
王
寺
別
当
僧
行
尊
、
拜
堂
の
た
め
に
く
た
ら

れ
け
る
日
、
江
口
神
崎
の
君
達
、
御
舩
ち
か
く
ふ
ね
を
よ
せ
け

る
時
、
僧
の
ふ
ね
に
み
く
る
し
く
や
と
申
け
れ
は
、
神
哥
を
う

た
い
い
た
し
侍
け
る
。

　

う
ろ
ち
よ
り
む
ろ
ち
に
か
よ
ふ
尺
迦
た
に
も
羅
睺
ら
ハ
ハ
は

あ
り
と
こ
そ
き
け

と
打
い
た
し
侍
け
れ
ハ
、
さ
ま
さ
ま
の
纒
頭
し
給
け
る
。

　

又
を
な
し
き
と
ま
り
の
長
者
、
老
病
に
ふ
し
て
、
最
後
に
今

様
哥
。

な
に
し
に
我
ら
か
お
い
に
け
ん
思
へ
ハ
い
と
こ
そ
か
な
し
け
れ
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以
上
の
よ
う
に
室
の
泊
で
遊
女
が
法
然
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の

本
願
を
頼
り
に
し
て
念
仏
を
称
え
る
教
え
を
聞
き
、
歓
喜
の
涙
を
流

し
て
、
山
里
に
住
み
、
念
仏
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に

法
然
は
善
人
も
悪
人
も
老
若
男
女
貴
賎
問
わ
ず
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い

は
皆
、
平
等
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
同
じ
四
十
八
巻
伝
の

他
の
巻
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
の
第
二
十
五
巻
に
お
い

て
は
、
以
下
の
文
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
二
十
五
巻
、
貴
女
武
人
の
信
仰
の
巻

鎌
倉
の
二
品
の
禅
尼
金
剛
界
帰
依
も
と
も
深
く
し
て
、
蓮
上
房

尊
覚
を
使
ひ
と
し
て
、
念
仏
往
生
の
事
尋
ね
申
さ
れ
た
り
け
れ

ば
、
か
の
ご
返
事
に
い
は
く
、「（
前
略
）
弥
陀
の
昔
誓
い
た
ま

ひ
し
本
願
は
、
あ
ま
ね
く
一
切
衆
生
の
た
め
な
れ
ば
、
有
知
・

無
知
、
有
才
・
無
才
、
善
人
・
悪
人
、
持
戒
・
破
戒
、
た
と

き
・
卑
し
き
、
男
・
女
も
隔
て
ず
、
若
し
は
仏
の
在
世
の
衆
生
、

若
し
は
仏
の
滅
後
の
衆
生
、
若
し
は
釈
迦
の
末
法
万
年
の
後
、

三
宝
み
な
う
せ
て
後
の
衆
生
ま
で
も
、
た
だ
念
仏
ば
か
り
こ
そ
、

現
当
の
祈
り
に
な
り
候
ふ
め
れ11

。（
後
略
）

　

以
上
、
第
三
十
四
巻
と
第
二
十
五
巻
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

女
性
、
な
か
で
も
遊
女
の
救
い
に
つ
い
て
、
実
際
に
今
も
語
り
継
が

れ
て
い
る
兵
庫
県
尼
崎
市
の
如
来
院
、
西
明
寺
、
た
つ
の
市
室
津
の

　

第
三
十
四
巻

遊
女
申
さ
く
、「
世
を
渡
る
道
ま
ち
ま
ち
な
り
。
い
か
な
る
罪

あ
り
て
か
、
か
か
る
身
と
な
り
は
ん
べ
る
ら
ん
。
こ
の
罪
業
重

き
身
、
い
か
に
し
て
か
後
の
世
助
か
り
候
ふ
べ
き
」
と
申
し
け

れ
ば
、
上
人
あ
は
れ
み
て
の
た
ま
は
く
、「
げ
に
も
さ
や
う
に

て
世
を
渡
り
た
ま
ふ
ら
ん
、
罪
障
誠
に
か
ろ
か
ろ
ざ
れ
ば
、
酬

報
又
計
り
が
た
し
。
若
し
、
か
か
ら
ず
し
て
世
を
渡
り
た
ま
ひ

ぬ
べ
き
は
か
り
ご
と
あ
ら
ば
、
す
み
や
か
に
そ
の
わ
ざ
を
捨
て

た
ま
ふ
べ
し
。
若
し
余
の
は
か
り
ご
と
も
な
く
、
又
身
命
を
顧

み
ざ
る
ほ
ど
の
道
心
い
ま
だ
起
り
た
ま
は
ず
ば
、
た
だ
そ
の
ま

ま
に
て
、
も
は
ら
念
仏
す
べ
し
。
弥
陀
如
来
は
、
さ
や
う
な
る

罪
人
の
た
め
に
こ
そ
弘
誓
を
も
立
て
た
ま
へ
る
事
に
て
は
ん
べ

れ
。
た
だ
深
く
本
願
を
頼
み
て
、
あ
へ
て
卑
下
す
る
事
な
か
れ
。

本
願
を
頼
み
て
念
仏
せ
ば
、
往
生
疑
ひ
あ
る
ま
じ
き
」
由
ね
ん

ご
ろ
に
教
へ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
遊
女
随
喜
の
涙
を
流
し
け
り
。

（
中
略
）
帰
洛
の
時
こ
こ
に
て
尋
ね
た
ま
ひ
け
れ
ば
、「
上
人
の

御
教
訓
を
承
り
て
後
は
、
こ
の
あ
た
り
近
き
山
里
に
住
み
て
、

一
節
に
念
仏
し
は
ん
べ
り
し
が
、
幾
ほ
ど
な
く
て
、
臨
終
正
念

に
し
て
往
生
を
遂
げ
は
ん
べ
り
き
。」
と
人
申
し
け
れ
ば
、「
し

つ
ら
ん
、
し
つ
ら
ん
。」
と
ぞ
仰
せ
ら
れ
け
る11

。
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『
五
人
遊
女
塚
由
来
絵
巻
物
』
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

建
永
・
承
元
（
一
二
〇
六
年
～
一
二
一
一
年
）
の
頃
に
至
り
て

は
、
娼
家
・
嫖
房
、
甍
を
聰
ね
、
歌
吹
の
海
に
弘
誓
の
船
を
泛

か
べ
、
粉
黛
の
巷
に
（
中
略
）
名
を
ば
、
五
妻
・
宮
城
野
・
刈

藻
・
小
倉
・
代
忍
と
よ
び
ぬ
。（
中
略
）
彼
の
五
人
の
白
拍
子

等
、
打
つ
れ
て
、
上
人
の
船
に
推
参
し
、
教
化
を
」
仰
ぎ
願
ふ

に
ぞ
。
源
空
深
く
之
を
あ
わ
れ
み
、
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
の

法
門
、
最い
と

懇
ね
ん
ご
ろに

説
き
示
さ
れ
け
れ
ば
ま
の
あ
た
り
一
念
発
起

し
て
、
丈
な
す
烏う

し
つ
の
黒
髪
を
切
り
、
手
箱
に
入
れ
て
、
上

人
に
捧
げ
奉
れ
ば
、
源
空
感
慨
禁
じ
難
く
、
尚
も
後
世
の
大
切

な
る
こ
と
を
聞
か
せ
て
、
欣
喜
の
涙
に
く
れ
つ
つ
、
頓や
が

て
出
家

せ
さ
せ
、
各
法
名
を
与
へ
、
十
念
を
も
授
け
給
へ
ば
、
い
づ
れ

も
痛
く
打
よ
ろ
こ
び
、
不
勝
の
涙
に
咽
む
せ
び

入い

り
つ
つ
、
お
暇
を

つ
げ
、
上
人
の
御
前
を
立
さ
り
し
も
、
道
す
が
ら
浅あ
さ

猿ま

し
き
身

の
所
為
を
悔
い
嘆
き
、
石
の
朝
露
の
現
世
を
は
か
な
み
、
罪
障

の
程
恐
ろ
し
く
思
ひ
て
絶
え
ず
や
あ
り
け
ん
。
直
に
手
を
引
き

会
ひ
て
、
神
崎
川
の
橋
の
上
に
至
り
、
念
佛
の
聲
、
諸
共
に
身

を
踊
ら
し
て
、
う
た
か
た
の
水み

泡な
わ

と
こ
そ
は
消
え
果
て
け
れ
。

時
に
紫
雲
空
に
た
な
び
き
、
異
香
四
方
に
薫
じ
、
あ
た
ら
嬌
名

嘖
々
と
し
て
、
世
に
時
め
し
五
つ
、
も
と
の
名
は
川
波
に
散
う

浄
運
寺
と
い
う
寺
院
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

五
、
寺
院
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
遊
女
の
教
化

　

ま
ず
、
如
来
院
は
行
基
が
開
祖
で
現
在
は
法
然
上
人
二
十
五
霊
場

の
第
四
番
札
所
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
語
り
継
が
れ
る
も
の
と
し

て
は
、
法
然
が
神
崎
に
立
ち
寄
っ
た
時
、
五
人
の
遊
女
（
吾
妻
・
宮

城
・
刈
藻
・
小
倉
・
大
仁
）
が
罪
業
深
き
自
分
た
ち
で
も
救
わ
れ
る

の
か
と
救
い
を
法
然
に
求
め
た
と
こ
ろ
、
法
然
は
一
心
に
念
仏
を
称

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
極
楽
に
往
生
で
き
る
と
答
え
て
い
る
。
五
人
の

遊
女
は
安
心
と
喜
び
の
あ
ま
り
、
黒
髪
を
切
り
、
念
仏
を
授
か
り
出

家
の
身
と
な
り
神
崎
川
で
入
水
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
。
こ
の
寺
院

に
は
法
然
作
の
和
歌
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

身
と
口
と　

心
の
ほ
か
の　

弥
陀
な
れ
ば
わ
れ
を
は
な
れ
て　

唱
え
こ
そ
す
れ

　

次
の
西
明
寺
は
、
法
然
が
開
基
で
如
来
院
と
同
じ
尼
崎
市
に
あ
る
。

西
明
寺
は
如
来
院
に
語
り
継
が
れ
る
神
崎
川
で
入
水
往
生
し
た
五
人

の
遊
女
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
あ
る
。
法
然
は
彼
女
ら
を
弔
う
た
め
、

神
崎
橋
の
杭
を
も
っ
て
、
自
ら
刻
ん
だ
と
す
る
法
然
上
人
立
像
が
あ

る
。
遊
女
た
ち
の
黒
髪
が
神
崎
橋
に
か
か
っ
て
亡
骸
が
浮
か
ん
だ
と

伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
寺
院
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
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わ
れ
て
い
る
和
歌
が
あ
る
。　　
　

か
り
染
め
の　

色
の
ゆ
か
り
の　

恋
に
だ
に　

あ
ふ
に
は
身
を

も　

惜
し
み
や
は
す
る

　

法
然
は
そ
こ
で
三
日
間
、
滞
在
し
友
君
に
自
ら
自
身
の
頭
の
像
を

作
り
、
四
国
へ
お
も
む
い
た
。
そ
し
て
、
友
君
は
粘
土
と
線
香
の
灰

で
法
然
の
体
の
像
を
作
っ
た
。
そ
の
後
、
友
君
は
室
の
港
よ
り
少
し

離
れ
た
山
里
に
住
み
、
念
仏
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

六
、
終
わ
り
に

　

前
半
で
は
古
来
、
女
性
が
社
会
的
、
ま
た
思
想
的
に
置
か
れ
て
い

た
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
本
来
、
人
間
と
し
て
尊
ば
れ
る

べ
き
女
性
が
悲
し
く
も
、
差
別
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
、
そ
れ
が

仏
教
と
い
う
人
間
の
平
等
、
生
き
と
し
生
け
る
者
す
べ
て
の
絶
対
的

平
等
を
説
く
教
え
に
よ
り
、
そ
の
差
別
に
つ
い
て
見
つ
め
、
人
間
が

よ
り
よ
く
生
き
、
ま
た
後
生
に
あ
っ
て
も
救
わ
れ
る
道
を
説
い
た
の

が
法
然
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
の

名
を
称
え
る
者
は
、
皆
こ
と
ご
と
く
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

法
然
は
老
若
男
女
貴
賎
問
わ
ず
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
教
化
し
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
釈
迦
の
説
い
た
、
一
人
ひ
と
り
の
特
性
に
応
じ
た

対
機
説
法
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
阿
弥
陀
経
』
の
一
節

せ
て
け
り
。
人
々
驚
き
、
死
骸
を
水
中
よ
り
橋
の
上
に
ゆ
り
あ

げ
見
れ
ば
、
合
掌
乱
れ
ず
、
瞑
目
笑
め
る
が
如
く
、
花
顔
柳
容
、

仏
果
を
得
て
、
乙
女
の
俤
を
存
し
、
往
生
の
素
懐
を
と
げ
た
り
。

此
時
よ
り
、
そ
の
橋
を
ゆ
り
あ
げ
橋
と
よ
び
け
る
と
ぞ
。
上
人
、

こ
れ
を
聞
き
て
、
船
を
か
へ
し
、
死
骸
に
ゑ
か
う
し
、
里
人
と

共
に
程
近
き
別
所
の
地
に
、
五
人
一
穴
に
埋
め
玉
ひ
ぬ
。
是
、

遍
に
上
人
化
度
の
因
縁
、
弥
陀
本
願
の
利
生
、
い
と
尊
く
、
諸

人
随
喜
の
涙
に
咽
び
け
り
。
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
年
）
八
月
、

上
人
勅
免
あ
り
て
、
嘉
運
再
び
こ
こ
に
開
き
、
同
じ
き
十
月
帰

路
の
時
、
勝
尾
山
に
行
か
る
る
途
上
、
釈
迦
堂
に
い
り
て
、
化

度
遊
女
の
石
碑
一
基
を
築
か
せ
、
猶
追
善
の
為
に
、
二
夜
三
日

の
別
時
念
仏
を
営
み
、
弔
は
せ
玉
へ
り
。

　

次
の
浄
運
寺
は
法
然
の
弟
子
の
信
寂
が
開
祖
で
あ
る
。
語
り
継
が

れ
る
も
の
と
し
て
は
、
遊
女
友
君
は
木
曽
義
仲
の
三
人
目
の
側
室

（
四
十
八
巻
伝
の
絵
図
に
は
女
房
装
束
姿
で
描
か
れ
、
山
吹
御
前
と

い
う
）
で
白
拍
子
で
あ
り
、
義
仲
亡
き
後
は
子
を
身
ご
も
る
が
幼
く

し
て
亡
く
な
り
、
そ
の
後
は
遊
女
と
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
彼

女
は
遊
女
と
し
て
の
報
酬
を
受
け
取
ら
ず
、
た
だ
亡
き
義
仲
の
菩
提

を
と
む
ら
う
気
持
ち
で
線
香
の
み
を
受
け
取
っ
た
。
室
泊
で
法
然
と

出
会
い
、
念
仏
の
教
え
を
聞
い
た
。
そ
の
時
、
友
君
に
詠
っ
た
と
い
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例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
平
清
盛
が
寵
愛
し

て
い
た
白
拍
子
の
祇
王
が
い
た
が
、
突
如
現
れ
た
白
拍
子
の
仏
御
前

に
心
が
移
り
、
祇
王
は
館
を
離
れ
、
家
族
と
と
も
に
山
里
に
住
み
念

仏
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
気
が
晴
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
祇
王

で
あ
る
が
、
仏
御
前
は
世
の
は
か
な
さ
を
感
じ
、
自
ら
清
盛
の
も
と

を
離
れ
、
祇
王
と
と
も
に
念
仏
の
生
活
を
送
り
、
往
生
を
遂
げ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
遊
女
た
ち
は
一
時
の
楽
し
み
は
は
か
な
い
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
罪
や
苦
し
み
を
作
っ
て
し
ま
う
こ

と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
法
然
に
救
い
を
求
め
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
法
然
は
、
人
間
は
み
な
罪
業
深
き
凡
夫
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
気
づ
き
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
で
き
る
こ
と
を
説

い
た
の
で
あ
る
。
入
水
往
生
の
よ
う
に
今
あ
る
こ
の
命
を
自
ら
奪
っ

て
し
ま
う
こ
と
は
決
し
て
す
す
め
ら
れ
な
い
が
、
法
然
は
念
仏
を
通

じ
て
救
わ
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
、
人
生
の
最
後
ま
で
よ
り
よ
く
生
き

る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

《
註
》

１　

中
野
義
照
訳
『
マ
ヌ
法
典
』（
日
本
印
度
学
会
、
昭
和
二
六
年
）

一
三
九
頁

「
池
中
蓮
華 

大
如
車
輪 

青
色
青
光 

黄
色
黄
光 

赤
色
赤
光 

白
色
白

光 
微
妙
香
潔 

舎
利
弗 

極
楽
国
土 

成
就
如
是 

功
徳
荘
厳
」
は
そ
れ

を
表
現
し
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
が
ま
し
ま
す
極
楽
浄
土
の
池
中
に
咲

く
蓮
華
は
、
青
色
、
黄
色
、
赤
色
、
白
色
と
さ
ま
ざ
ま
に
光
を
は
な

ち
、
香
り
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
。
一
つ
ひ
と
つ
に
美
し
さ
が
あ
る
。

一
つ
ひ
と
つ
異
な
る
美
し
さ
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

人
間
も
一
人
ひ
と
り
の
特
性
（
老
若
男
女
等
）
を
認
め
、
支
え
合
う

こ
と
が
、
今
後
の
仏
教
に
お
け
る
教
化
の
あ
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

ま
た
後
半
で
は
、
法
然
の
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
記
と
そ
れ
に
ゆ
か
り
の

あ
る
寺
伝
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、

当
時
、
女
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
男
性
の
宴
席
に
披
露
し
、

枕
席
に
侍
す
る
生
業
の
女
性
を
差
別
し
て
き
た
時
代
を
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
法
然
は
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
の
中
の
十
八
願

を
本
願
と
し
、
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
老
若
男
女
貴
賎
問

わ
ず
、
み
な
平
等
に
救
わ
れ
、
臨
終
時
に
は
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
得

て
、
極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
教

え
は
多
く
の
女
性
を
救
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
遊
女
た
ち
は
自
ら
を
罪
業
深
き
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
と
こ

ろ
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、『
平
家
物
語
』
の
祇
王
の
段
を
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10　

中
井
真
孝
『
善
導
寺
版　

本
朝
祖
師
絵
詞
』
巻
第
三
（
浄
土
宗

大
本
山
善
導
寺
、
平
成
二
〇
年
）

六
八
―
六
九
頁

11　

早
田
哲
雄
『
勅
修
法
然
上
人
御
伝
全
講　

昭
和
更
編
校
注
』

（
佐
賀
県
西
念
寺
、
昭
和
三
九
年
）
一
一
六
二
―
一
一
六
五
頁

12　

同
、
七
三
九
―
七
四
一
頁

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
法
然
、
女
人
教
化
、『
四
十
八
巻
伝
』、『
四
巻
伝
』、

『
五
人
遊
女
塚
由
来
絵
巻
物
』

２　

三
従
に
つ
い
て
『
大
智
度
論
』
巻
九
九
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

女
人
之
禮
。
幼
則
從
父
母
。
少
則
從
夫
。
老
則
從
子
。（『
大
正

蔵
』
二
五
巻
七
四
八
頁
ｂ
）

３　

五
障
に
つ
い
て
『
妙
法
蓮
華
経
』
巻
四
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

時
舍
利
弗
語
龍
女
言
。
汝
謂
不
久
得
無
上
道
。
是
事
難
信
。
所

以
者
何
。
女
身
垢
穢
。
非
是
法
器
，
云
何
能
得
無
上
菩
提
。
佛

道
懸
曠
。
經
無
量
劫
勤
苦
積
行
。
具
修
諸
度
。
然
後
乃
成
。
又

女
人
身
猶
有
五
障
。
一
者
不
得
作
梵
天
王
。
二
者
帝
釋
。
三
者

魔
王
。
四
者
轉
輪
聖
王
。
五
者
佛
身
。
云
何
女
身
速
得
成
佛
。

（『
大
正
蔵
』
九
巻
三
五
頁
ｃ
）

４　
『
昭
法
全
』
六
五
九
頁

５　

女
性
は
産
血
に
よ
っ
て
、
大
地
、
河
川
、
神
仏
を
汚
す
罪
を
犯

し
地
獄
で
苦
し
ん
で
い
る
た
め
、
そ
れ
を
救
う
と
い
う
内
容
が

説
か
れ
る
。

６　
『
大
正
蔵
』
一
二
巻
二
六
八
頁
ｃ

７　
『
昭
法
全
』
七
五
頁
一
五
行
―
七
八
頁
四
行

８　

香
川
孝
雄
「
法
然
上
人
の
女
性
観
」『
井
川
定
慶
博
士
喜
寿
記

念　

日
本
文
化
と
浄
土
教
論
考
』（
井
川
博
士
喜
寿
記
念
会
出

版
部
、
昭
和
四
九
年
）
三
一
九
―
三
三
三
頁

９　
『
大
正
蔵
』
四
五
巻
八
二
四
頁
ａ



─ 236 ─

と
さ
れ
た
支
謙
訳
『
阿
弥
陀
三
耶
三
仏
薩
樓
佛
檀
過
度
人
道
経
（
以

下
、
大
阿
弥
陀
経
）』
や
支
婁
迦
讖
訳
『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』
に

注
目
さ
れ
た
時
期
を
探
り
つ
つ
、
選
択
思
想
の
成
立
と
そ
の
意
義
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

二
、�『
逆
修
説
法
』
の
説
示
を
追
っ
て�

―
「
一
向
」
か
ら
「
選
択
」
へ
―

　

既
に
拙
稿
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
選
択
思
想
の
提
示
は
『
逆

修
説
法
』
が
初
出
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
様
に
『
大
阿
弥
陀
経
』
へ
の

注
目
も
『
逆
修
説
法
』
が
嚆
矢
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。
と

り
わ
け
、『
逆
修
説
法
』
二
七
日
に
お
け
る
『
大
阿
弥
陀
経
』
へ
の

言
及
が
そ
の
濫
觴
で
あ
り
、『
選
択
集
』
へ
と
継
承
さ
れ
る
選
択
思

想
の
原
型
は
『
同
』
三
七
日
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
と
指
摘
で
き
る
。

こ
う
し
た
経
過
は
、『
逆
修
説
法
』
の
説
示
を
初
七
日
か
ら
五
七
日

一
、
は
じ
め
に
―
本
稿
の
視
座
―

　

法
然
上
人
は
、
そ
の
主
著
で
あ
り
、
浄
土
宗
第
一
の
宗
典
で
あ
る

『
選
択
本
願
念
仏
集
（
以
下
、
選
択
集
）』
に
お
い
て
弥
陀
・
釈
迦
・

諸
仏
三
仏
同
心
か
ら
な
る
本
願
称
名
念
仏
の
選
択
に
基
づ
く
浄
土
宗

義
を
体
系
化
す
る
と
共
に
、
阿
弥
陀
仏
の
化
身
た
る
善
導
大
師
（
以

下
、
祖
師
の
尊
称
略
）
た
だ
一
師
に
偏
に
帰
依
す
る
こ
と
を
明
か
さ

れ
た
。
現
在
ま
で
に
筆
者
は
、
念
仏
と
諸
行
の
選
び
取
り
・
選
び
捨

て
の
主
体
を
機
辺
か
ら
仏
辺
へ
、
つ
ま
り
我
々
凡
夫
の
側
か
ら
弥

陀
・
釈
迦
・
諸
仏
と
い
う
覚
者
・
如
来
へ
と
転
換
・
昇
華
さ
れ
た
画

期
的
な
選
択
思
想（
１
）に

注
目
し
、
法
然
の
思
想
史
を
通
じ
、
種
々
の
拙

稿
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
論
じ
て
き
た
。

　

本
稿
は
、
そ
う
し
た
一
連
の
拙
論
を
踏
ま
え
、
康
僧
鎧
訳
『
無
量

寿
経
』
の
異
訳
で
あ
り
、
法
然
が
「
選
択
」
と
い
う
タ
ー
ム
の
典
拠

法
然
上
人
「
選
択
」
思
想
の
成
立
と
そ
の
意
義

林　

田　

康　

順
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同ト
イ
フ

　

之
義
一。
釋ル
ニレ

其ヲ

造ル
二

彌
陀
形
像
一

之
證
據ニ
、
引ケ
リ二

此ノ

中
輩ノ

起

立
塔
像ノ

文ヲ
一。
故ニ

知ヌ
、
彼ノ

像ト
ハ

 

者
是レ

彌
陀ノ

形
像
、
往
生ノ

助�

業ト
イ
ヘ
リ

　

 

也
。
凡ソ

此ノ

三
輩ノ

中ニ
、
各
雖
レ

説ト
二

菩
提
心
等ノ

餘
善ヲ
一、
望ル
ニ二

上ノ
本
願ニ
一、
專ラ
在リ
レ
令ム
ル
ニ

レ　

稱
二
念セ
彌
陀
名
號ヲ
一。
故ニ
云
二
一
向
專
念ト
一。

上ノ

本
願ト

者
、
指ス
二

四
十
八
願ノ

中ノ

第
十
八
願ヲ
一

也
。
一
向ノ

之
言ハ
、

對ス
ル二

二
向
三
向ニ
一

之
義
也
。
若シ

念
佛ノ

外ニ

並テ

修ハ
二

餘
善ヲ
一

者
、
可キ
レ�

背ク
二
一
向ノ
義ニ
一
也
。
求ノ
二
往
生ヲ
一
人
、
專ラ
依テ
二
此ノ
經ニ
一、
必ス
可シ
レ
意
二
得

此ノ
旨ヲ
一
也
。
雙
卷
經ノ
大
意
略シ
テ

 

如シ
レ
此ノ
。（
２
）

　

こ
こ
で
法
然
は
、
仏
経
功
徳
讃
歎
と
し
て
『
無
量
寿
経
』
と
『
阿

弥
陀
経
』
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
の
概
要
を
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、『
無
量
寿
経
』
に
は
、
大
き
く
「
阿
弥
陀
如
来
ノ
因
位
ノ

本
願
」
と
「
彼
ノ
仏
ノ
果
位
ノ
二
報
荘
厳
」
と
の
二
つ
の
内
容
が
説

か
れ
て
い
る
と
し
、
そ
の
中
、
念
仏
往
生
に
関
す
る
説
示
と
し
て
、

念
仏
往
生
願
成
就
の
文
、
及
び
、
三
輩
の
文
を
指
示
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
三
輩
に
説
か
れ
る
念
仏
と
諸
行
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
善
導

『
観
経
疏
』
に
説
か
れ
る
正
雑
二
行
と
正
助
二
業
に
よ
っ
て
分
別
し
、

や
は
り
『
観
経
疏
』
の
「
上
来
、
定
散
両
門
ノ
益
ヲ
説
ク
ト
雖
モ
、

仏
ノ
本
願
ニ
望
ム
レ
バ
、
意
、
衆
生
ヲ
シ
テ
一
向
ニ
専
ラ
弥
陀
仏
ノ

名
ヲ
称
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
リ（
３
）」

と
の
文
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
「
此
ノ

三
輩
ノ
中
ニ
各
々
菩
提
心
等
ノ
余
善
ヲ
説
ク
ト
雖
モ
、
上
ノ
本
願
ニ

へ
と
順
を
追
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
ず
と
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。

１
、�『
逆
修
説
法
』
初
七
日�

―
「
一
向
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
―

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
初
七
日
の
説
示
で
あ
る
。

今
日
所ハ
レ
被タ
マ
ヘ
ル

二　

講
讃
一
者
、
此ノ
三
部ノ
中ノ
雙
卷
無
量
壽
經ト
阿
彌
陀

經
也
。
先ツ

無
量
壽
經ニ
ハ、

初ニ

説キ
二

阿
彌
陀
如
來ノ

因
位ノ

本
願ヲ
一、
次ニ�

説ナ
リ二

彼ノ
佛ノ
果
位ノ
二
報
莊
嚴ヲ
一。
然レ
ハ

 
者
此ノ 

經ニ
ハ

 

説ク二
阿
彌
陀
佛ノ
修
因

感
果ノ

功
徳ヲ
一

也
。
則チ

上
卷ノ

初ニ

所
レ

説ク

四
十
八
願
等ハ
、
彼ノ

佛ノ

因
位ノ

發
願
也
。
同
卷ノ
奧
及ヒ
下
卷ノ
初ニ
所ノ
レ
説ク
淨
土ノ
莊
嚴
并ニ
衆
生
往
生ノ
因

果ハ
、
彼ノ
佛ノ
果
位ノ
願
成
就
也
。
一
ノ々

本
誓
一
ノ々

願
成
就
、
經
文ニ
明

也
。
不
レ

遑ア
ラ二

具ニ

釋ス
ニ一。

其ノ

中ニ

説ハ
二

衆
生
往
生ノ

因
果ヲ
一

者
、
則チ

念
佛

往
生ノ
願
成
就ノ
之
諸
有
衆
生
聞
其
名
號ノ
文
、
及ヒ
三
輩ノ
文
是
也
。
若シ

依ハ
二
善
導ノ
御
意ニ
一
者
、
就テ
二
此ノ
三
輩ノ
業
因ニ
一、
可
レ
立
二
正
雜
二
行ヲ
一。�

就テ
二
正
行ニ
一
亦
有
レ
二
、
正
定ト
助
業ト
也
。
三
輩
倶ニ
云ル
ハ二

一
向
專
念ト
一

者
、
則チ
正
定
業
也
。
順ス
ル
カ

二　

彼ノ
佛ノ
本
願ニ
一
故ニ
、
又
其ノ
外ニ
有リ
二
助
業
一、

有リ
二
雜
行
一。
開ク
ニ二

經ノ
文ヲ
一、
當レ
リ二

觀
經
疏ノ
正
雜
二
行ニ
一。
此ノ
中ニ
中
輩ノ
文ニ

有リ
二

起
立
塔
像ノ

句
一。
其ノ

像ハ

者
、
經
文ニ
ハ

 

雖
レ

不ト
レ

見
二

何ノ

佛
像イ
フ
コ
ト

一、�

懷
感
禪
師ノ
群
疑
論ニ
、
立ル
二
都
率ト
西
方ト
十
五ノ
同ノ
義ヲ
一
中ニ
、
有リ
二
造
像
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號ヲ
一
流
中
通ス
ル
コ
ト
ヲ

　
　

於
遐
代ニ
上。
上
來
雖
レ
説ク
ト二

定
散
兩
門ノ
之
益ヲ
一、
望レ
ハ二

佛ノ

本
願ニ
一

意
在リ
三

衆
生ヲ
シ
テ

　

一
向ニ

專ラ

稱ム
ル
ニ

二　

彌
陀
佛ノ

名ヲ
一
［
云
々
］。

凡ソ

此ノ

經ノ

中ニ
ハ

 

雖
レ

説ク
ト二

定
散ノ

諸
行ヲ
一、
不
下

以テ
二

其ノ

定
散ヲ
一

付
屬セ
上、
但

以テ
二

念
佛ノ

一
行ヲ
一

付
二

屬シ
テ

　

阿
難ニ
一

流
二

通ス

未
來ニ
一

也
。
流
二

通ス
レ
ハ

　

遐

代ニ
一

者
、
遙ト
ス二

法
滅
百
歳ヲ
一。
即チ

末
法
萬
年ノ

後
、
佛
法
皆
滅シ
テ

　

不
レ

聞
二

三
寶ノ

名
字ヲ
一

之
時
、
唯
此ノ

念
佛
一
行ノ
ミ

　

留テ
、
百
歳
可シ
レ

在ル
。

然レ
ハ

　

者
聖
道ノ

法
文モ

皆
滅シ
、
十
方ノ

淨
土ノ

往
生モ

亦
滅シ
、
上
生
都
率モ

亦

失シ
、
諸
行
往
生モ

亦
失シ
タ
ラ
ン

　

 

之
時
、
唯
此ノ

念
佛
往
生ノ

一
門ノ
ミ

　

留テ
、

雖
二
其ノ
時ナ
リ
ト

一　

一
念ニ
必ス
可シ
二
往
生ス
一、
故ニ
指シ
テレ

之ヲ
云フ
二
遐
代ト
ハ一

也
。
是レ
則チ

擧テ
レ

遠ヲ

攝ス
ルレ

近ヲ

也
。
望
佛
本
願ト
ハ

　

者
、
指ス
二

彌
陀
如
來ノ

四
十
八
願ノ

中ニ

第
十
八
願ヲ
一

也
。
今
教
主
釋
尊
捨テ
テ二

定
散
二
善ノ

諸
行ヲ
一、
付
二�

屬シ
タ
マ
フ

　

 

念
佛ノ
一
行ヲ
一
事モ
、
彌
陀
本
願ノ
行ナ
ル

　

故
也
。
一
向
專
稱ト
者
、

指ス
下

雙
卷
經ニ

所ノ
レ

説ク

三
輩ノ

文ノ

中ノ

一
向
專
念ヲ
上

也
。
一
向ノ

之
言ハ

捨ル
レ

餘ヲ
之
詞
也
。
此ノ
經ニ
ハ

　

初ニ
ハ

　

廣ク
雖
レ
説ク
ト二

定
散ヲ
一、
後ニ
ハ

　

一
向ニ
擇テ
二
念
佛ヲ
一

付
屬シ

流
通シ

給ヘ
ル
ナ
リ

　

 

也
。
然レ
ハ

　

欲
下

遠ク
ハ

　

隨ヒ
二

彌
陀ノ

本
願ニ
一、
近ク
ハ

　

�

禀ウ
ケ
ン
ト

中　

釋
尊ノ
付
屬ヲ
上
者ノ
ハ、

一
向ニ
修シ
テ二

念
佛ノ
行ヲ
一
可シ
レ
求ム
二
往
生ヲ
一
也
。

凡ソ
念
佛
往
生ノ
之
勝ル
コ
ト

二　

于
諸
行
往
生ニ
一
有リ
二
多
義
一。
一ニ
ハ

　

者
因
位ノ
本

願
。
謂ク
彌
陀
如
來ノ
因
位
法
藏
菩
薩ノ
時
、
願タ
マ
ヘ
ル

下　

發シ
テ二

四
十
八
願ヲ
一

設ケ
テ二

淨
土
一
成ン
ト上

レ
佛ニ
之
時
、
立ン
ト二

衆
生
往
生ノ
行ヲ
一
撰
定タ
マ
フ

　

時
、
撰
二

捨シ
餘
行ヲ
一
撰
二
定シ
テ

　

唯
念
佛
一
行ヲ
一
而
立タ
マ
ヘ
リ

二　

于
往
生ノ
行ヲ
一。
此ノ
選
擇ノ

望
ム
ル
ニ
、
専
ラ
弥
陀
名
号
ヲ
称
念
セ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
。
故
ニ
一
向

専
念
ト
云
ヘ
リ
」
と
述
べ
、
念
仏
こ
そ
「
正
定
業
」
で
あ
り
、
だ
か

ら
こ
そ
、
浄
土
往
生
を
求
め
る
者
は
、
念
仏
を
専
修
す
べ
き
と
主
張

し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
講
説
時
間
の
関
係
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、

そ
の
説
示
内
容
が
少
な
い
の
で
、
明
確
な
こ
と
ま
で
は
指
摘
し
得
な

い
が
、
こ
う
し
た
一
連
の
説
示
内
容
は
、『
選
択
集
』
の
第
二
・

三
・
四
・
十
二
章
の
い
ず
れ
に
も
関
連
し
て
お
り
、『
選
択
集
』
撰

述
時
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
内
容
が
多
岐
に
及
び
、
一
貫
性
を

欠
い
て
い
る
感
が
あ
る
こ
と
を
否
め
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
説

示
の
仕
方
は
選
択
思
想
が
未
成
熟
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
か
ら
も
、
こ
の
時
点
で
の
本
願
念
仏
説
示

の
ポ
イ
ン
ト
は
『
無
量
寿
経
』
と
『
観
経
疏
』
に
説
か
れ
る
、
釈
尊

を
主
格
と
し
た
「
一
向
」
に
収
斂
さ
れ
る
と
指
摘
で
き
よ
う（
４
）。

２
、�『
逆
修
説
法
』
二
七
日�

―
『
大
阿
弥
陀
経
』
言
及
の
嚆
矢
―

　

次
に
二
七
日
の
説
示
で
あ
る
。

次ニ
明ス
下
稱シ
テ二

名
號ヲ
一
往
生ス
ル
コ
ト
ヲ

上　

 

者
、
經ニ
云ク
、
佛
告
阿
難
汝
好
持
是

語
持
是
語
者
即
是
持
無
量
壽
佛
名
［
云
々
］。
善
導
釋シ
テレ

之ヲ

云ク
、

從リ
二

佛
告
阿
難
汝
好
持
是
語
一

已
下ハ
、
正ク

明ス
下

付
二

屬シ
テ

 

彌
陀ノ

名�
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リ
」
と
し
て
、「
浄
土
三
部
経
」
や
『
般
舟
三
昧
経
』
な
ど
か
ら
六

義
を
提
示
し
、
そ
の
第
一
に
『
無
量
寿
経
』
に
説
く
法
蔵
菩
薩
の

「
因
位
ノ
本
願
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
法
然
は
、
法
蔵
菩
薩
が

「
衆
生
往
生
ノ
行
ヲ
立
ン
ト
撰
定
シ
タ
マ
ウ
時
、
余
行
ヲ
撰
捨
シ
、

唯
念
仏
一
行
ヲ
撰
定
シ
テ
、
往
生
ノ
行
ヲ
立
テ
タ
マ
ヘ
リ
。
此
ノ
選

択
ノ
願
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
大
阿
弥
陀
経
ノ
説
也
」
と
述
べ
、「
撰
定
」

や
「
撰
捨
」
と
共
に
、
は
じ
め
て
、
阿
弥
陀
仏
を
主
格
と
し
た
「
選

択
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
、
そ
れ
が
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
説
示
に

基
づ
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
初
七
日
に

お
い
て
も
「
彼
ノ
仏
ノ
因
位
ノ
発
願
」
に
つ
い
て
説
示
が
な
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
一
言
も
『
大
阿
弥
陀
経
』
や

「
選
択
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
こ
の
二
七
日
は
、『
観
経
』
に

つ
い
て
の
仏
経
功
徳
讃
歎
を
語
る
場
で
あ
っ
て
、「
念
仏
往
生
ノ
諸

行
往
生
ニ
勝
ル
」
六
義
を
ご
く
簡
潔
に
言
及
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

の
に
、
そ
の
第
一
に
「
選
択
」
の
義
が
説
示
さ
れ
て
い
る
重
み
を
看

過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
こ
の
短
い
一
節
こ
そ
、

法
然
が
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
言
及
さ
れ
、「
選
択
」
と
い
う
タ
ー
ム

を
明
示
さ
れ
た
嚆
矢
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
法

然
の
中
に
あ
っ
て
、
初
七
日
か
ら
二
七
日
の
間
に
、『
大
阿
弥
陀
経
』

を
被
閲
せ
し
め
る
だ
け
の
契
機
が
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、

願ト
イ
ヘ
ル

　

 

者
、
大
阿
彌
陀
經ノ
説
也（
５
）。

　

こ
こ
で
法
然
は
、
仏
経
功
徳
讃
歎
と
し
て
『
観
経
』
を
取
り
上
げ
、

そ
の
中
、
本
願
念
仏
に
よ
る
浄
土
往
生
に
つ
い
て
、『
観
経
』
流
通

分
の
一
節
と
そ
れ
を
受
け
た
『
観
経
疏
』
の
文
を
示
し
て
解
説
を
加

え
て
い
る
。
そ
の
際
、『
無
量
寿
経
』
に
説
く
、
法
滅
百
歳
ま
で
も

念
仏
を
留
め
る
と
い
う
「
特
留
此
経
（
念
仏
）」
の
一
節
と
初
七
日

で
述
べ
ら
れ
た
『
無
量
寿
経
』
や
『
観
経
疏
』
に
説
か
れ
る
「
一

向
」
の
文
に
よ
っ
て
論
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
説
示
内
容
は
、『
選

択
集
』
で
は
、
第
四
・
六
・
十
二
章
に
関
連
し
て
い
る
。
初
七
日
同

様
、『
選
択
集
』
撰
述
時
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
内
容
が
多
岐

に
及
び
、
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ

の
時
点
で
の
専
修
念
仏
説
示
の
ポ
イ
ン
ト
も
、
や
は
り
「
一
向
」
と

い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
よ
う
。

　

と
は
い
え
、「
一
向
ノ
言
ハ
、
余
ヲ
捨
ツ
ル
ノ
詞
也
。
此
ノ
経
ニ

ハ
初
メ
ニ
ハ
広
ク
定
散
ヲ
説
ク
ト
雖
モ
、
後
ニ
ハ
一
向
ニ
念
仏
ヲ
撰

ビ
テ
付
属
シ
流
通
シ
給
ヘ
ル
也
」
と
説
示
し
、
初
七
日
に
は
見
ら
れ

な
い
、「
一
向
」
と
「
捨
」
や
「
撰
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
直
接
結
び

つ
け
て
い
る
こ
と
は
、
次
に
述
べ
る
「
選
択
」
を
踏
ま
え
て
の
言
及

で
あ
る
と
指
摘
で
き
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　

続
け
て
法
然
は
、「
念
仏
往
生
ノ
諸
行
往
生
ニ
勝
ル
コ
ト
多
義
有
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す
る
に
あ
た
り
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
論
じ
る
『
無
量
寿
経
』
は

「
浄
土
三
部
経
」
の
「
根
本
」
で
あ
る
と
し
、
続
け
て
、
法
蔵
説
話

を
趣
意
し
「
二
百
一
十
億
ノ
国
中
ヨ
リ
、
善
悪
ノ
中
ニ
ハ
、
悪
ヲ
捨

テ
善
ヲ
取
リ
、
麁
妙
ノ
中
ニ
ハ
麁
ヲ
捨
テ
妙
ヲ
取
リ
、
是
ノ
如
ク
取

捨
シ
選
択
シ
テ
此
ノ
四
十
八
願
ヲ
発
シ
タ
マ
フ
」
と
述
べ
、
阿
弥
陀

仏
に
よ
る
四
十
八
願
の
選
択
（
取
捨
）
が
、〈
取
＝
善
・
妙
、
捨
＝

悪
・
麁
〉
と
い
う
御
意
に
基
づ
い
て
い
る
と
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、

『
無
量
寿
経
』
と
「
同
本
異
訳
」
の
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
は
「
選
択

ノ
願
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。『
選
択

集
』
第
三
章
私
釈
段
で
は
、『
無
量
寿
経
』
や
『
大
阿
弥
陀
経
』
の

経
文
を
冷
静
か
つ
正
確
に
引
用
し
た
後
に
「
選
択
」
と
「
摂
取
」
が

同
意
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
説
示
の
順
序
が
逆
に
な

っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
説
示
方
法
は
同
一
で
あ
り
、
初
七
日
や
二

七
日
に
説
か
れ
る
よ
う
な
、
釈
尊
を
主
格
に
し
た
「
一
向
」
と
い
う

タ
ー
ム
に
よ
っ
て
念
仏
と
諸
行
の
関
係
を
論
じ
て
い
こ
う
と
す
る
姿

勢
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
独

自
の
切
り
口
を
獲
得
さ
れ
た
法
然
が
、
阿
弥
陀
仏
を
主
格
と
し
た
選

択
本
願
念
仏
を
自
由
闊
達
に
説
き
勧
め
て
い
る
姿
を
彷
彿
と
浮
か
び

上
が
ら
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
三
七
日
の
説
示
が
、

『
選
択
集
』
第
三
章
へ
と
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
言
及
し
た
い
。

３
、『
逆
修
説
法
』
三
七
日
―
「
選
択
」
思
想
の
構
築
―

　

次
に
三
七
日
の
説
示
で
あ
る
。

次ニ

雙
卷
無
量
壽
經ハ

者
、
淨
土ノ

三
部
經ノ

中ニ
ハ、

猶
此ノ

經ヲ

爲ス
二

根
本ト
一

也
。
其ノ
故ハ
一
切ノ
諸
善ハ
願ヲ
爲ス
二
根
本ト
一。
然ニ
此ノ
經ニ
ハ

　

説テ
二
彌
陀
如
來ノ
因

位ノ

願ヲ
一、
謂ク

乃
往
過
去
久
遠
無
量
無
數
劫ニ

有リ
キレ

佛
、
申シ
キ二

世
自
在

王
佛ト
一。
其ノ

時
有リ
キ二

一
人ノ

國
王
一。
聞テ
二

佛ノ

説
法ヲ
一、
發シ
テ二

無
上
道�

心ヲ
一、
捨テ
レ

國
棄テ
テレ

王
出
家シ
テ

　

成レ
リ二

沙
門ト
一、
名テ

曰フ
二

法
藏
比
丘ト
一。
即チ�

詣テ
テ二

世
自
在
王
佛ノ
所ニ
一、
右ニ
遶リ
三
匝シ
テ、

長
跪
合
掌シ
テ、

奉テ
レ
讃シ
レ
佛
白シ
テ

　

言ク
、
我
設テ
二

淨
土ヲ
一

欲フ
レ

度ン
ト二

衆
生ヲ
一。
願ハ

爲ニ
レ

我カ

説タ
マ
ヘ
ト

二　

經
法ヲ
一。
爾ノ

時ニ

世
自
在
王
佛
爲ニ
二

法
藏
比
丘ノ
一、
説キ
二

二
百
一
十
億ノ

諸
佛ノ

淨
土ノ

人
天ノ

善
惡
國
土ノ

麁
妙ヲ
一、
又
現シ
テレ

之ヲ

與ヘ

給フ
。
法
藏
菩
薩
聞キ
二

佛ノ

所

説ヲ
一、
又
見
二
嚴
淨ノ
之
國
土ヲ
一
已テ
後
、
五
劫ノ
間
思
惟シ
取
捨シ
テ、

從リ
二
二

百
一
十
億ノ

淨
土ノ

中
一

撰
取シ
テ、

而
設ケ
二

四
十
八ノ

誓
願ヲ
一

給ヘ
リ。

從リ
二

二

百
一
十
億ノ
之
國ノ
中
一、
善
惡ノ
之
中ニ
ハ

　

捨テ
レ
惡ヲ
取リ
レ
善ヲ
、
麁
妙ノ
之
中ニ
ハ

　

捨テ
レ

麁ヲ

取リ
レ

妙ヲ
、
如ク
レ

是ノ

取
捨シ

選
擇シ
テ

　

發タ
マ
フ
カ

二　

此ノ

四
十
八
願ヲ
一

故ニ
、

此ノ

經ノ

同
本
異
譯ノ

大
阿
彌
陀
經ニ
ハ、

此ノ

願ヲ

被タ
リレ

説カ
二

選
擇ノ

願ト
一。
其ノ

選

擇ノ
之
樣
粗
申シ
開キ
候ハ
者（
６
）、

　

こ
こ
で
法
然
は
、
仏
経
功
徳
讃
歎
と
し
て
『
無
量
寿
経
』
を
解
説
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異
譯ノ
經
也
。
然ニ
往
生ノ
行ヲ
ハ

　

我
等カ
黠サ
カ
シ
ク

　

 

今
始テ
可キ
レ
計フ
事ニ
ハ

　

不
レ
候ハ
。

皆
被タ
ル二

定メ
置
一
事
者マ
マ　

也
。
法
藏
比
丘
若シ
惡ク
選テ
立テ
給ハ
者
、
世
自
在

王
佛
猶
左ソ

可シ
レ

有ス

歟
。
令シ
レ

説カ
二

彼ノ

願
共ヲ
一

之
後ニ
、
何ソ

授
下�

記タ
マ
ハ
ン

　

 

決
定シ
テ

　

可シ
トレ

成ス
中　

無
上
正
覺ヲ
上

乎
。
法
藏
菩
薩ノ

立タ
マ
ヒ
テ

二　

彼�

願ヲ
一、
兆
載
永
劫ノ

間
難
行
苦
行
積
功
累
徳シ
テ、

既ニ

成
佛シ

給タ
レ
ハ

　

者
、

昔ノ

誓
願
一
ニ々

不
レ

可ラ
レ

疑フ
、
而ニ

善
導
和
尚
引テ
二

此ノ

本
願ノ

文ヲ
一

曰ク
、

若シ

我レ

成
佛セ
ン
ニ、

十
方ノ

衆
生
、
稱シ
テ二

我カ

名
號ヲ
一、
下
至ル
マ
テ

二　

十
聲ニ
一、
若シ�

不ン
ハレ

生セ
者
不
レ
取ラ
二
正
覺ヲ
一、
彼ノ
佛
今
現ニ
在テ
レ
世ニ
成
佛シ
タ
マ
ヘ
リ

、　 

當ニ
レ
知ル
本

誓ノ
重
願
不
レ
虚シ
カ
ラ、

衆
生
稱
念ス
レ
ハ

　

必ス
得
二
往
生ヲ
一。
云
々（
７
）。

　

こ
こ
で
法
然
は
、
仏
経
功
徳
讃
歎
と
し
て
『
無
量
寿
経
』
を
解
説

す
る
に
あ
た
り
、
如
来
が
法
を
説
か
れ
る
の
は
す
べ
て
衆
生
救
済
の

た
め
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
が
成
仏
さ
れ
て
極
楽
浄
土
を
用
意
さ
れ
た

の
も
我
々
衆
生
の
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
『
無

量
寿
経
』
の
所
詮
は
、
我
々
が
浄
土
往
生
を
遂
げ
る
た
め
の
行
を
述

べ
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
善
導
に
よ
れ
ば
、
専
修
念
仏
の
旨
を
明

か
す
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
蔵
菩
薩
が
、
第
十
八
念
仏
往
生
願

に
お
い
て
「
全
ク
余
行
ヲ
立
テ
ズ
シ
テ
、
但
、
念
仏
ノ
一
行
ヲ
立
テ

タ
マ
ヘ
ル
」
意
図
と
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
る
「
選
択
」
の
姿

勢
と
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
三
七
日
同

様
、
再
び
「
大
阿
弥
陀
経
ト
此
ノ
経
ト
ハ
同
本
異
訳
ノ
経
」
だ
か
ら

こ
こ
に
法
然
が
選
択
思
想
を
構
築
せ
ん
と
す
る
起
点
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

４
、�『
逆
修
説
法
』
五
七
日�

―
「
我
等
ガ
計
フ
可
キ
事
ニ
ハ
候
ハ
ズ
」
―

　

次
に
五
七
日
の
説
示
で
あ
る
。

次ニ

無
量
壽
經ト

者
、
如
來
説タ
マ
フ

レ　

教ヲ

事
皆
爲
二

衆
生
濟
度ノ
一

也
。
故ニ

衆
生ノ

根
機
區ナ
ル
カ

　

故ニ
、
佛ノ

經
教モ

亦
無
量ナ
リ。

而ニ

今
經ハ

爲ニ
二

往
生
淨�

土ノ
一

説タ
マ
フ

二　

衆
生
往
生ノ

法ヲ
一

也
。
阿
彌
陀
佛ノ

修
因
感
果ノ

次
第
、
極

樂
淨
土ノ
二
報
莊
嚴ノ
之
有
樣
委ク
説キ
給ヘ
ル
モ、

爲
レ
令カ
下
勸テ
二
衆
生ヲ
一
發サ
中
欣

求ノ
心ヲ
上
也
。
然ニ
此ノ
經ノ
所
詮ハ
、
説ヘ
ル下

我
等
衆
生ノ
可キ
ノ二

往
生ス
一
之
旨ヲ
上
也
。

但
釋ス
ル
ニ

二　

此ノ

經ヲ
一、
諸
師ノ

意
不
同
也
。
今
且ク

以テ
二

善
導
和
尚ノ

御
意ヲ
一

心
得
候ニ
、
此ノ
經ハ
偏ニ
説テ
二
專
修
念
佛ノ
旨ヲ
一、
爲タ
マ
フ

二　

衆
生
往
生ノ
業ト
一
也
。

何ヲ
以テ
知ル
ナ
ラ
ハ

レ　

之
者
、
先ツ
説ク
二
彼ノ
佛ノ
因
位ノ
本
願ヲ
一
中ニ
云ク
、
設
我
得
佛
、

十
方
衆
生
、
至
心
信
樂
欲
生
我
國
、
乃
至
十
念
、
若
不
生
者
不

取
正
覺
。［
云
々
］。
彼ノ

佛ノ

因
位
法
藏
菩
薩ノ

之
昔
、
於テ
二

世
自
在

王
佛ノ

所ト
ニ一、

從リ
二

二
百
一
十
億ノ

諸
佛ノ

妙
土ノ

中
一、
選テ

發ス
二

四
十
八ノ

誓

願ヲ
一。
設テ
二
淨
土ヲ
一
成
佛シ
テ

　

可シ
レ
令ム
三
衆
生ヲ
シ
テ

　

セ々
二
我
國ニ
一
行
業ヲ
選テ
願ヒ
給シ
ニ、

全ク
不シ
テレ

立テ
二
餘
行ヲ
一、
但
立タ
マ
ヘ
ル

二　

念
佛ノ
一
行ヲ
一
也
。
故ニ
大
阿
彌
陀
經ニ
、

既ニ

彼ノ

佛ノ

願ハ

選
擇シ
テ

　

立テ

給フ
カ

 

故
也
。
大
阿
彌
陀
經ト

與ト
ハ二

此ノ

經
一

同
本
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奨
で
あ
る
こ
と
は
認
知
で
き
た
と
し
て
も
、
阿
弥
陀
仏
が
主
格
と
な

っ
て
念
仏
一
行
を
選
取
し
、
諸
行
を
選
捨
す
る
と
い
う
阿
弥
陀
仏
ご

自
身
（
仏
辺
）
に
よ
る
往
生
行
の
取
捨
と
い
う
明
確
な
御
意
に
ま
で

踏
み
込
ん
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
や
、
念
仏
と
諸

行
を
め
ぐ
る
阿
弥
陀
仏
（
仏
辺
）
に
よ
る
勝
劣
難
易
の
二
義
を
構
築

す
る
た
め
の
理
論
的
経
証
に
は
到
底
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

う
言
っ
た
意
味
で
、『
大
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
（
法

蔵
菩
薩
）
ご
自
身
に
よ
る
選
択
思
想
の
説
示
こ
そ
、
法
然
に
と
っ
て
、

行
者
を
し
て
専
修
念
仏
・
一
向
念
仏
に
向
か
わ
し
め
る
、
仏
辺
に
基

づ
く
難
易
義
と
い
う
理
論
的
根
拠
を
主
張
し
得
る
揺
る
が
ぬ
盾
で
あ

り
、
浄
土
立
宗
に
あ
た
っ
て
は
他
宗
に
対
し
て
念
仏
と
諸
行
を
め
ぐ

る
仏
辺
に
基
づ
く
勝
劣
義
・
大
小
義
・
多
少
義
を
主
張
し
得
る
最
強

の
矛
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
法
然
は
本
願
念
仏
を
し
て

「
ひ
と
り
だ
ち
を
せ
さ
せ
て
、
す
け
を
さ
さ
ぬ
な
り（
８
）」

と
明
言
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
法
然
は
、『
逆

修
説
法
』
以
降
、
数
年
間
に
わ
た
っ
て
選
択
思
想
の
理
論
的
構
築
に

邁
進
さ
れ
、
選
択
の
主
体
を
弥
陀
一
仏
だ
け
で
は
な
く
、
釈
迦
や
諸

仏
に
ま
で
そ
の
主
体
の
幅
を
広
げ
、
あ
わ
せ
て
、
善
導
弥
陀
化
身
説

に
基
づ
い
た
偏
依
善
導
一
師
の
ス
タ
ン
ス
を
構
築
し
、
自
身
が
見
出

さ
れ
た
「
選
択
」
の
語
を
冠
し
て
、
そ
の
畢
生
の
書
『
選
択
本
願
念

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
凡
夫
が
往
生
行
に
つ

い
て
自
身
の
見
解
を
と
や
か
く
語
る
必
然
性
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
の

で
あ
っ
て
、
法
蔵
菩
薩
が
兆
載
永
劫
の
ご
修
行
を
積
ま
れ
、
す
で
に

阿
弥
陀
仏
と
し
て
成
仏
を
遂
げ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
阿
弥
陀
仏
ご
自

身
が
定
め
置
か
れ
た
ま
ま
に
本
願
念
仏
を
修
め
る
べ
き
で
あ
る
と
結

論
づ
け
て
い
る
。

三
、�

お
わ
り
に�

―
「
選
択
」・
揺
る
が
ぬ
盾
と
最
強
の
矛
と
し
て
―

　

以
上
、『
逆
修
説
法
』
に
説
示
さ
れ
る
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
引
用

を
中
心
に
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
指
摘
で
き
る
の
は
、

第
十
八
念
仏
往
生
願
を
解
説
す
る
に
あ
た
っ
て
、『
無
量
寿
経
』
や

『
観
経
疏
』
に
説
か
れ
る
釈
尊
を
主
格
と
し
た
「
一
向
」
を
キ
ー
ワ

ー
ド
と
し
て
論
理
の
組
み
立
て
を
し
て
い
た
初
七
日
や
二
七
日
の
説

示
か
ら
、『
大
阿
弥
陀
経
』
に
記
載
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
を
主
格
と
し

た
「
選
択
」
を
根
拠
と
し
て
論
理
を
構
築
し
て
い
る
三
七
日
や
五
七

日
の
説
示
へ
の
質
的
転
換
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
選
択
思
想
を
語

る
上
で
実
に
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘

で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
釈
尊
を
主
格
と
す
る
「
一
向
」
の
文
だ
け

で
は
、
我
々
衆
生
（
機
辺
）
が
た
だ
ひ
た
す
ら
専
修
念
仏
に
励
む
勧
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仏
集
』
を
撰
述
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

【
註
】

（
１
）　�

石
井
教
道
博
士
『
選
択
集
全
講
』
三
頁
～
四
頁
、
香
月
乗
光

氏
「
法
然
上
人
の
浄
土
開
宗
に
お
け
る
仏
教
の
転
換
」（『
法

然
浄
土
教
の
思
想
と
歴
史
』
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）　
『
昭
法
全
』
二
三
六
～
二
三
七
頁
。

（
３
）　
『
浄
全
』
二
・
七
一
・
ｂ
。

（
４
）　�

拙
稿
「『
選
択
集
』
の
構
造
―
偏
依
善
導
一
師
―
」（『
印
度

学
仏
教
学
研
究
』
五
五
―
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）　
『
昭
法
全
』
二
四
三
頁
。

（
６
）　
『
昭
法
全
』
二
五
一
頁
。

（
７
）　
『
昭
法
全
』
二
六
六
頁
。

（
８
）　
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」『
昭
法
全
』
四
九
三
頁
。
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時
期
の
書
写
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。

　

こ
の
「
端
本
」
を
繙
く
と
、
い
わ
ゆ
る
良
忠
撰
『
浄
土
宗
要
集
』

五
巻
の
「
草
稿
本
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
『
浄
土
宗
要
肝
心

集
』
三
巻
に
概
ね
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
如
導
が
『
往
生
要

集
鈔
』
と
こ
の
「
端
本
」
を
書
写
し
て
い
る
事
実
は
非
常
に
興
味
深

い
。『
往
生
要
集
鈔
』
と
共
に
良
忠
晩
年
の
著
作
で
あ
る
の
で
著
作

の
前
後
関
係
を
探
る
上
で
も
看
過
で
き
な
い
一
書
で
あ
る
。

【
先
行
研
究
】

　

良
忠
関
係
の
論
文
は
多
く
あ
り４

、『
浄
土
宗
要
集
』
に
関
し
て
は

廣
川
堯
敏
氏
が
先
鞭
を
つ
け
て
い
る５

。
既
に
『
浄
土
宗
要
集
』
と

『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
の
構
成
を
比
較
し
、
良
忠
の
著
作
全
体
に
対

す
る
『
浄
土
宗
要
集
』
の
著
作
意
図
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

現
存
す
る
諸
本
に
つ
い
て
は
【
表
】
の
通
り
。
諸
本
に
つ
い
て
は
既

【
は
じ
め
に
】

　

東
向
観
音
寺
は
京
都
市
上
京
区
に
在
る
真
言
宗
泉
涌
寺
派
の
寺
院

で
あ
り１

、
こ
の
寺
院
が
浄
土
宗
鎮
西
派
第
三
祖
然
阿
良
忠
（
一
一
九

九
～
一
二
八
七
）
撰
『
往
生
要
集
鈔
』
を
所
蔵
し
て
い
る２

。
こ
の

『
往
生
要
集
鈔
』
は
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
の
書
写
奥
書
を
有
す

る
。
そ
れ
は
良
忠
滅
後
二
十
七
年
に
あ
た
り
、
伝
本
中
で
現
存
最
古

で
あ
る
。
厳
密
な
読
解
に
は
諸
本
と
の
比
較
対
照
が
必
須
で
あ
り
、

筆
者
は
現
在
作
業
を
進
行
中
で
あ
る
。

　

本
稿
で
扱
う
の
は
『
往
生
要
集
鈔
』
と
同
木
箱
に
収
め
ら
れ
た
書

名
不
明
の
「
端
本
」
で
あ
る
。
首
尾
欠
で
あ
る
た
め
、
外
題
・
内

題
・
尾
題
や
奥
書
の
有
無
も
確
認
で
き
な
い
が
、『
往
生
要
集
鈔
』

と
同
筆
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
蓮
房
如
導
（
一
二
八
四
～
一
三
五
七
）

の
筆
で
あ
る３

。
本
書
も
ま
た
正
和
三
年
前
後
を
そ
う
遠
く
離
れ
な
い

東
向
観
音
寺
蔵
良
忠
撰
『
浄
土
宗
要
集
』
に
つ
い
て

南　
　
　

宏　

信
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る
と
「
往
生
要
集
巻
上
鈔
第
三
」
の
「
三
葉
目
」
に
当
た
る
。『
浄

土
宗
要
肝
心
集
』
と
『
浄
土
宗
要
集
』
は
と
も
に
「
宗
」
を
書
名
に

有
す
る
の
で
「
端
本
」
が
ど
ち
ら
の
意
図
を
以
て
附
さ
れ
た
の
か
は

不
明
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
金
沢
文
庫
所
蔵
『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
を
見
る
と
、
東
向

観
音
寺
本
と
同
様
に
剥
が
れ
の
為
「
肝
上　

廿
一
丁
」
の
丁
付
け
の

筆
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
「
肝
上　

廿
一
丁
」
は
「
浄
土
宗
要
肝
心

集
上
」
の
「
二
十
一
葉
目
」
に
該
当
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
を
指
す
場
合
は
「
肝
」
を
、

そ
し
て
巻
数
を
表
す
に
は
「
上
」
を
使
用
す
る
。『
浄
土
宗
要
肝
心

集
』
は
す
べ
て
「
上
中
下
」
の
三
冊
で
あ
り
、「
一
二
三
」
は
使
用

し
な
い
。
と
す
れ
ば
「
端
本
」
の
「
要
二
」
は
「
浄
土
宗
要
集
第
二

巻
」
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
「
端
本
」
は
『
浄
土
宗
要
肝
心

集
』
で
は
上
巻
に
該
当
す
る
の
で
、『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
と
し
て

書
写
す
る
の
で
あ
れ
ば
「
二
」
を
使
用
す
る
訳
が
な
く
、「
上
」
も

し
く
は
「
一
」
と
表
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
「
端

本
」
は
『
浄
土
宗
要
集
』
と
し
て
書
写
さ
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る６

。

こ
れ
は
書
名
で
『
浄
土
宗
要
集
』
が
確
認
で
き
る
嚆
矢
で
あ
る
。

に
廣
川
氏
が
簡
単
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
今
新
た
な
写
本
を
加
え
て

再
度
以
下
に
挙
げ
る
。
ま
ず
東
向
観
音
寺
蔵
本
を
紹
介
し
、
次
い
で

諸
本
と
の
比
較
の
概
略
を
述
べ
る
。

【
東
向
観
音
寺
本
に
つ
い
て
】

　

京
都
東
向
観
音
寺
所
蔵
。
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
頃
の
書
写
。

楮
紙
。
粘
葉
装
。
毎
半
丁
一
七
～
一
八
字
七
行
。
押
界
。
縦
二
六
・

二
㎝
、
横
一
六
・
四
㎝
、
界
高
二
二
㎝
、
界
幅
一
・
八
㎝
。
前
欠
・

尾
欠
で
外
題
・
内
題
・
尾
題
・
奥
書
等
は
確
認
で
き
ず
。『
浄
土
宗

要
集
』
よ
り
『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
の
方
に
一
致
す
る
。
し
か
し
こ

の
「
端
本
」
は
『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
と
は
断
定
で
き
な
い
相
違
を

有
す
る
。

【「
端
本
」
の
書
名
に
つ
い
て
】

　

東
向
観
音
寺
本
は
前
述
の
通
り
首
尾
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
に
ど

の
よ
う
な
書
名
が
附
さ
れ
て
い
た
か
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し

か
し
粘
葉
装
で
あ
る
本
書
に
は
、
剥
が
れ
の
為
に
し
ば
し
ば
柱
題
・

巻
数
・
丁
付
け
が
確
認
で
き
、
こ
れ
が
手
が
か
り
と
な
る
。
例
え
ば

そ
れ
に
は
「
宗
二　

十
」
と
あ
る
。
東
向
観
音
寺
所
蔵
の
「
往
生
要

集
巻
上
鈔
第
三
」
に
は
「
要
上
三　

三
」
と
あ
り
、
内
題
と
照
合
す
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よ
う
な
後
が
無
い
こ
と
か
ら
後
補
で
あ
る
。
全
体
に
訓
点
が
附
さ
れ
、

朱
筆
で
断
句
や
挿
入
文
、
校
注
が
あ
る
。
ま
た
白
墨
に
よ
る
文
字
の

修
正
も
確
認
で
き
る
。
仮
名
交
じ
り
。
縦
二
六
・
五
㎝
、
横
一
八
・

四
㎝
、
字
高
二
二
・
三
㎝
（
上
巻
）。
奥
書
な
ど
は
な
い
が
、
江
戸

時
代
の
奥
書
を
持
つ
（
４
）（
５
）
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
江
戸
時

代
の
書
写
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
（
３
）
紀
氏
諦
念
氏
贈
本
（
佛
教
大
学
蔵
）。
現
在
欠
本
。『
続
浄

土
宗
学
関
係
書
籍
目
録
稿
』
に
は
「
三
冊
。
二
八
㎝
。
外
題
『
浄
土

肝
心
集
』」
と
の
み
あ
る
。
廣
川
氏
は
以
下
の
よ
う
に
紹
介
す
る
。

「
表
題
に
は
『
浄
土
肝
心
集
』
と
あ
り
、
内
題
に
は
『
浄
土
宗
要
肝

心
集
』
と
な
っ
て
い
る
。
各
巻
の
表
紙
『
仙
誉
護
持
』
と
記
さ
れ
て

お
り
、
紀
氏
諦
念
師
の
寄
贈
本
で
あ
る７

。」

　
（
４
）
天
性
寺
文
庫
本
（
佛
教
大
学
蔵
）。
写
本
。
上
巻
の
一
冊
の

み
現
存
。
表
紙
は
左
下
が
破
損
し
て
い
る
。
柿
渋
の
跡
が
ま
ば
ら
に

残
る
。
原
装
。
五
つ
目
綴
じ
。
楮
紙
。
毎
半
葉
二
十
字
十
行
。
縦
二

七
・
四
㎝
、
横
一
九
・
一
㎝
、
字
高
一
七
・
六
㎝
。
無
界
。
附
訓
。

朱
筆
で
挿
入
符
等
の
書
き
込
み
あ
り
。
遊
紙
二
丁
、
本
文
四
十
一
丁
、

遊
紙
一
丁
。
表
紙
裏
の
遊
紙
一
丁
裏
に
「
西
光
院
什
物
／
寺
外
不

出
」
と
あ
る
。
奥
書
「
于
時
享
保
十
六
年
亥
九
月
廿
五
日
寫
之
畢
／

輭
冏
書

ス
」
と
あ
る
よ
う
に
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
の
書
写
で

【『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
の
諸
本
】

　
（
１
）
金
沢
文
庫
蔵
写
本
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
の
紙
焼
き

複
写
に
よ
る
確
認
）。
塚
本
善
隆
氏
が
「
浄
土
宗
学
上
の
未
伝
稀
覯

の
鎌
倉
古
鈔
本
」（『
浄
土
学
』
五
・
六
号
、
一
九
三
三
年
）
で
紹
介

し
て
い
る
そ
の
奥
書
に
は
「
弘
安
十
年
丁
亥
十
月
十
六
日
／
鎌
倉
名

越
善
導
寺

ニ
ソ

書
写
處
已
」
と
あ
る
。
弘
安
十
年
十
月
十
六
日
（
一

二
八
七
）
と
い
え
ば
良
忠
没
後
三
か
月
の
書
写
で
あ
る
。
塚
本
氏
の

紹
介
で
は
尾
題
箇
所
の
見
開
き
と
奥
書
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

の
み
で
あ
る
が
、
紙
焼
き
複
写
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な

特
徴
を
有
す
る
。

　

書
写
者
不
明
。
粘
葉
装
。
附
訓
点
。
首
欠
。
尾
題
「
浄
土
宗
要
肝

心
集
上
」
柱
題
「
肝
上
」。
柱
の
丁
付
け
「
廿
丁
」
か
ら
始
ま
る

（
今
い
う
柱
の
丁
付
け
の
一
丁
は
四
丁
分
に
相
当
す
る
）。
途
中
欠
損

が
あ
り
、
二
十
丁
～
二
十
五
丁
、
二
十
八
丁
、
三
十
丁
～
三
十
五
丁

が
現
存
す
る
。
毎
半
葉
十
七
字
～
二
十
字
七
行
。

　
（
２
）
松
井
達
音
氏
寄
贈
本
（
佛
教
大
学
蔵
）。
写
本
。
三
巻
三
冊
。

写
本
。
楮
紙
。
四
つ
目
綴
じ
。
毎
半
葉
十
九
字
九
行
。
無
界
。
若
干

の
虫
損
は
あ
る
が
、
本
文
の
読
解
に
支
障
は
な
い
。
し
か
し
三
冊
共

右
下
に
焼
け
焦
げ
と
、
水
濡
れ
の
後
が
見
ら
れ
る
。
表
紙
に
は
そ
の
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於
洛
中
圓
福
寺
書
冩
之
畢　

淨
空
（
花
押
）」
と
あ
る
。
毎
半
葉
十

七
字
～
十
九
字
九
行
。
附
訓
。
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）
の
奥
書
を

持
つ
本
書
は
、
管
見
で
は
現
存
最
古
に
し
て
唯
一
の
写
本
で
あ
る
。

本
書
は
他
の
『
浄
土
宗
要
集
』
版
本
と
比
べ
て
、
文
章
に
若
干
の
出

入
り
が
あ
る
。
五
巻
中
第
二
巻
の
み
の
現
存
で
は
あ
る
が
貴
重
な
資

料
で
あ
る
。

　
（
２
）
寛
永
十
年
版
（
一
六
三
三
）。『
佛
書
解
説
大
辞
典
』『
補
訂

版
国
書
総
目
録
』
に
よ
っ
て
龍
谷
大
学
・
大
正
大
学
の
所
蔵
が
確
認

で
き
、
廣
川
氏
の
論
稿
に
も
諸
本
の
一
つ
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

し
か
し
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
と
も
に
浄
土
宗
鎮
西
派
第
二
祖
聖
光
房

弁
長
（
一
一
六
二
～
一
二
三
八
）
撰
『
浄
土
宗
要
集
』
で
あ
る
こ
と

を
知
り
得
た８

。
同
時
代
を
生
き
た
弁
長
、
良
忠
、
顕
意
（
一
二
三
九

～
一
三
〇
四
、
西
山
派
第
三
祖
）
の
著
作
が
同
名
を
有
し
て
い
る
こ

と
は
興
味
深
い
が
、
こ
の
事
例
を
勘
案
す
る
な
ら
、
良
忠
撰
『
浄
土

宗
要
集
』
の
寛
永
十
年
版
は
そ
も
そ
も
刊
行
し
て
い
な
い
可
能
性
が

高
い
。

　
（
３
）
寛
永
十
二
年
版
（
一
六
三
五
、
佛
教
大
学
蔵
極
楽
寺
文
庫

本
）。
五
巻
五
冊
。
四
つ
目
綴
じ
。
附
訓
。
毎
半
葉
十
九
字
九
行
、

中
黒
口
、
花
口
魚
尾
、
双
辺
、
無
界
。
原
装
、
柿
渋
。
縦
二
七
・
九

㎝
、
横
一
八
・
一
㎝
、
版
面
二
〇
・
二
㎝
（
第
一
巻
）。
若
干
の
虫

あ
る
。

　
（
５
）
大
正
大
学
蔵
本
。
写
本
。
三
巻
一
冊
。
四
つ
目
綴
じ
。
縦

二
六
・
七
㎝
、
横
一
八
・
六
㎝
、
字
高
二
二
・
三
㎝
。
毎
半
葉
二
十

字
十
行
。
無
界
。
保
存
状
態
は
良
好
。
題
簽
に
「
合
冊
」
と
あ
る
通

り
、
各
巻
ご
と
に
内
題
、
選
者
名
、
目
次
、
尾
題
が
確
認
で
き
る
の

で
、
本
来
三
巻
三
冊
の
も
の
を
合
冊
し
て
一
冊
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

遊
紙
二
丁
、
上
巻
四
十
一
丁
、
中
巻
三
十
四
丁
、
下
巻
二
十
八
丁
、

遊
紙
二
丁
。
朱
筆
で
断
句
、
人
名
・
経
典
名
の
線
引
き
、
校
注
を
有

す
る
。
奥
書
も
朱
筆
で
あ
る
。
廣
川
氏
が
い
う
よ
う
に
、
本
文
と
こ

の
朱
筆
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
残
る
が
、
少
な
く

と
も
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
が
下
限
で
あ
ろ
う
。
奥
書
「
慶
応
四

辰
年
正
月
七
日
一
校
了　

練
阿
（
朱
筆
）」。

　

諸
本
を
通
じ
て
撰
者
号
を
確
認
で
き
る
も
の
は
全
て
「
沙
門
良
忠

述
」
と
あ
る
。

【『
浄
土
宗
要
集
』
の
諸
本
】

　
（
１
）
真
福
寺
蔵
本
。
写
本
。
黒
板
勝
美
編
『
真
福
寺
善
本
目
録　

続
輯
』（
一
九
三
六
年
）
に
は
「
浄
土
宗
要
集
卷
第
二　
　

一
冊
／

縦
七
寸
九
分　

横
六
寸
六
分

／
天
授
二
年
（
永
和
二
年
）
寫
本
、
袋
綴
、
紙
數
四

十
六
枚
、
内
題
下
に
「
釋
良
忠
述
」
と
あ
り
。
／
永
和
二
年
八
月
日
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四
つ
目
綴
じ
を
施
し
て
い
る
。
縱
二
六
・
二
㎝
、
横
一
七
・
五
㎝
。

特
徴
は
、
寛
永
・
慶
安
と
同
じ
尾
題
・
柱
題
の
特
徴
を
持
つ
。
保
存

状
態
は
良
好
。

　
（
６
）
文
政
二
年
版
（
一
八
一
九
、）。
佛
教
大
学
蔵
本
の
一
つ
に

「
現
流
布
之
旧
本
慶
安
四

辛
卯
調
割
至
文
政
二

己
卯
凡
歴
百
六
十
年
／
旧

本
ハ

標
目

ヲ

出
二

巻
別

ニ

始
一

今
全
部

ノ

標
目
總
而
首
巻
之
始

ニ

挙
レ

之
」

と
あ
る
。
了
道
が
拝
写
し
た
良
忠
と
白
旗
上
人
の
挿
絵
と
、
増
上
寺

大
僧
正
騰
誉
実
海
の
序
文
が
あ
る
。

　
（
７
）
明
治
期
版
（
佛
教
大
学
蔵
）。
文
政
二
年
版
の
覆
刻
で
あ
る
。

【『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
諸
本
比
較
】

　

管
見
で
は
『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
は
現
存
四
本
で
写
本
の
み
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
二
系
統
に
大
別
で
き
る
。
一
つ
は
最
古
の
写
本
で
あ

る
金
沢
文
庫
本
で
あ
る
。
他
三
本
は
全
て
同
じ
系
統
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
他
三
本
の
内
一
つ
は
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）、
二
つ
は

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
書
写
で
あ
る
。
奥
書
が
無
く
、
書
写
年

代
が
分
か
ら
な
い
三
つ
目
の
写
本
も
こ
の
時
期
を
そ
う
遠
く
は
離
れ

な
い
書
写
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
中
で
も
多
少
の
相
違
が
確

認
で
き
る
。

　

こ
の
二
系
統
の
相
違
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
金
沢
文
庫
本
は
『
観

損
が
あ
る
も
状
態
は
良
好
。
刊
記
「
寛
永
乙
亥
孟
春
中
旬
杦
田
勘
兵

衛
刊
行
」。
補
刻
の
跡
あ
り
。

　
（
４
）
慶
安
四
年
版
（
一
六
五
一
、
佛
教
大
学
蔵
）。
紀
氏
諦
念
寄

贈
本
。
五
巻
五
冊
。
五
つ
目
綴
じ
。
表
紙
は
柿
渋
で
寛
永
十
二
年
版

に
比
べ
て
厚
い
。
版
式
や
丁
数
、
字
体
、
匡
郭
等
の
細
部
に
わ
た
る

特
徴
や
柱
題
の
表
記
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
二
年
版
と
同

一
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
刊
記
だ
け
を
変
え
た
形
跡
が
奥
付
に

見
受
け
ら
れ
る
。
但
し
巻
一
の
尾
題
「
浄
土
宗
要
集
第
一
」
の

「
一
」
が
欠
け
て
い
る
。
虫
損
な
ど
あ
る
が
、
保
存
状
態
は
良
好
。

巻
五
巻
の
刊
記
は
「
慶
安
四

辛卯

暦
仲
秋
吉
辰
寺
町
通
圓
福
寺
町

秋
田
屋
平
左

衛
門
刊
行
」
と
あ
る
。

　
（
５
）
無
刊
記
本
。
龍
谷
大
学
蔵
本
。
五
巻
五
冊
。
原
装
。
四
つ

目
綴
じ
。
縱
二
七
・
五
㎝
、
横
一
七
・
二
㎝
。
尾
題
・
柱
題
の
特
徴

が
寛
永
十
二
年
、
慶
安
四
年
版
と
同
一
。
外
題
は
順
に
「
浄
土
宗
要

集
一
」「
同
二
」「
同
三
」「
同
四
」「
同
五
」。
い
ず
れ
も
朱
筆
。
綴

じ
穴
の
数
と
、
刷
り
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
（
磨
滅
が
少
な
い
）
の

で
、
寛
永
十
二
年
の
方
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
推
測
の
域
は
出
な
い
が
、

刊
記
が
な
い
の
で
寛
永
十
二
年
よ
り
前
の
刷
り
に
な
ろ
う
か９

。
こ
の

他
に
龍
谷
大
学
蔵
本
が
あ
る
。
五
巻
中
第
一
巻
の
み
で
あ
る
の
で
、

刊
記
未
詳
。
後
補
の
表
紙
。
こ
よ
り
で
二
箇
所
の
下
綴
じ
の
も
の
に
、
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【
お
わ
り
に
】

　

成
立
問
題
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
指
摘
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
の

全
体
的
な
検
討
と
『
浄
土
宗
要
集
』
の
末
疏
『
浄
土
宗
要
集
聞
書
』

二
種
を
含
め
た
抱
括
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

廣
川
氏
は
、『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
と
『
浄
土
宗
要
集
』
と
を
二

分
し
て
の
考
察
で
あ
っ
た
。
今
回
の
結
果
、
五
巻
中
第
二
巻
の
み
の

比
較
で
あ
る
が
、
ど
れ
も
完
全
に
は
一
致
し
な
い
こ
と
を
知
り
得
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
『
浄
土
宗
要
集
』
は
そ
の
名
を
有
す
る
頃
か
ら
増

広
・
編
集
さ
れ
続
け
て
現
在
の
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
具
体
的
な
諸
本
の
様
相
は
続
稿
で
検
討
予
定
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
東
向
観
音
寺
本
の
紹
介
と
、
こ
の
書

が
『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
か
ら
『
浄
土
宗
要
集
』
へ
の
転
換
期
の
様

相
を
伝
え
る
伝
本
と
し
て
重
要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
の
み
を
指
摘
す

る
に
留
め
る
。

・
附
記

今
回
閲
覧
の
機
会
を
賜
り
ま
し
た
、
東
向
観
音
寺
上
村
貞
郎
住

職
、
並
び
に
上
村
法
玄
副
住
職
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
本
稿
は
平
成
二
十
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研

念
法
門
』
に
つ
い
て
「
観
念
法
門
云
惣
不
論
照
摂
余
雜
業
行
者11

」
と

引
用
す
る
箇
所
を
、
他
三
本
で
は
「
要
集

ニ
云
不
言
弥
陀
光
明
照
餘

行
者
」
と
し
て
い
る
。
更
に
こ
の
相
違
を
『
浄
土
宗
要
集
』
で
は
両

書
共
に
引
用
し
て
い
る
。
他
に
も
金
沢
文
庫
本
で
は
確
認
で
き
る
が
、

そ
の
他
で
は
欠
け
て
い
る
箇
所
が
数
か
所
あ
る
。

　

東
向
観
音
寺
本
の
内
容
は
金
沢
文
庫
本
に
一
番
近
く
、
前
述
の
相

違
は
全
て
東
向
観
音
寺
本
も
同
じ
で
あ
る
。
但
し
一
部
金
沢
文
庫
本

よ
り
文
が
少
な
い
箇
所
も
あ
る
。

　

基
本
的
に
は
『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
の
構
成
で
あ
り
な
が
ら
、

「
浄
土
宗
要
集
」
の
書
名
を
有
し
、
一
部
『
浄
土
宗
要
集
』
の
み
に

確
認
で
き
る
文
章
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
東
向
観
音
寺
本
の
特
徴
が

見
て
取
れ
る
。

【『
浄
土
宗
要
集
』
諸
本
比
較
】

　

一
方
『
浄
土
宗
要
集
』
は
真
福
寺
本
（
一
三
七
六
）
以
外
、
全
て

同
系
統
の
江
戸
期
の
版
本
に
な
る
。
諸
本
は
時
系
列
に
真
福
寺
本
か

ら
寛
永
十
二
年
版
・
慶
安
四
年
版
に
、
そ
し
て
文
政
二
年
版
へ
と
変

遷
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
文
字
の
修
正
や
、
読
解
を
容
易
に
す
る
為
の

文
字
を
補
っ
た
り
し
て
い
る
。
中
で
も
真
福
寺
本
か
ら
寛
永
十
二
年

版
の
間
に
相
違
が
多
い
。
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一
九
九
一
年�

「
選
択
集
略
鈔
と
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
」（『
印
度
学

仏
教
学
研
究
』
四
一
‐
二
）

一
九
九
六
年�

「
初
期
良
忠
教
学
の
形
成
過
程
―
金
沢
文
庫
本

『
観
経
疏
玄
義
分
聞
書
』
第
一
を
中
心
と
し
て
―
」

（『
浄
土
宗
学
研
究
』
二
三
）

６　

法
然
の
門
人
で
、
諸
行
本
願
義
を
立
て
た
覚
明
房
長
西
（
一
一

八
四
～
一
二
六
六
）
の
編
集
し
た
『
浄
土
依
憑
経
論
章
疏
目

録
』（『
長
西
録
』）
に
は
「
従
レ

是
記
主
上
人
作
」
と
し
て

「
宗
要

論
議

五
巻
」「
肝
心
宗
要
論
議
三
巻
」
と
あ
り
（
前
掲
廣

川
論
文
、
一
九
八
五
年
）、
必
ず
し
も
『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』

『
浄
土
宗
要
集
』
の
書
名
の
み
で
は
な
い
。
し
か
し
目
録
に
は

必
ず
し
も
正
式
名
称
の
み
を
採
録
す
る
の
で
は
な
い
の
で
、
今

は
現
存
し
て
い
る
書
名
の
み
を
扱
う
。

７　

前
掲
廣
川
論
文
、
一
九
八
五
年
。

８　

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
大
正
大
学
が
良
忠
撰
『
浄
土
宗
要
集
』

の
写
本
を
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
実
際
に
は
顕

意
撰
『
浄
土
宗
要
集
』
で
あ
っ
た
。『
佛
書
解
説
大
辞
典
』
は

他
に
も
良
忠
の
著
作
で
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
刊
本
、
天

保
二
年
（
一
八
三
一
）
刊
本
を
採
録
す
る
も
未
確
認
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
弁
長
と
顕
意
の
著
作
で
も
採
録
さ
れ
て
い
る
年

究
・
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
）
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。

１　

こ
の
寺
院
の
調
査
は
、
平
成
十
五
年
か
ら
細
川
武
稔
氏
を
団
長

と
し
、
東
京
大
学
の
大
学
院
生
を
中
心
と
す
る
東
向
観
音
寺
史

料
調
査
団
が
現
在
も
調
査
を
進
め
て
い
る
。

２　

大
塚
紀
弘
氏
・
細
川
武
稔
氏
「
東
向
観
音
寺
史
料
目
録
（
１
）」

（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
第
九
号
、
二
〇
〇
五

年
）

３　

如
導
に
つ
い
て
は
、
大
塚
紀
弘
稿
「
中
世
都
市
京
都
の
律
家
」

（『
寺
院
史
研
究
』
一
〇
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

４　

先
行
研
究
は
『
良
忠
上
人
研
究
』（
一
九
八
六
年
）
や
『
源

智
・
弁
長
・
良
忠　

三
上
人
研
究
』（
一
九
八
七
年
）、
梶
村
昇

著
『
聖
光
と
良
忠
』（
浄
土
宗
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
等
で
目

録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

５　

管
見
で
は
廣
川
氏
の
良
忠
研
究
に
は
以
下
の
も
の
が
確
認
で
き

る
。

一
九
八
五
年�

「
良
忠
述
『
浄
土
宗
要
集
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸

問
題
（
一
）」（『
浄
土
学
』
三
六
）

一
九
八
六
年�

「
良
忠
述
『
浄
土
宗
要
集
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸

問
題
（
二
）」（
前
掲
『
良
忠
上
人
研
究
』
所
収
）
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号
で
あ
る
。
良
忠
の
み
に
限
ら
ず
、
他
二
書
の
追
認
作
業
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
藤
憲
二
編
『
寛
永
版
書
目
并
図
版
』

（
青
裳
堂
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
に
も
寛
永
十
年
の
出
版
は
弁

長
の
『
浄
土
宗
要
集
』
し
か
確
認
で
き
な
い
こ
と
も
傍
証
に
な

ろ
う
。

９　

刷
り
具
合
以
外
の
根
拠
と
し
て
、
和
田
恭
幸
稿
「
杉
田
勘
兵
衛

刊
本
の
一
特
色
」（『
国
文
学
論
叢
』
第
五
二
輯
、
二
〇
〇
七

年
）
で
論
じ
て
い
る
寛
永
年
間
の
出
版
事
情
を
参
照
さ
れ
た
い
。

10　

善
導
『
観
念
阿
弥
陀
仏
相
海
三
昧
功
徳
法
門
』「
但
有
專
念
阿

彌
陀
佛
衆
生
。
彼
佛
心
光
常
照
是
人
。
攝
護
不
捨
。
總
不
論
照

攝
餘
雜
業
行
者
。
此
亦
是
現
生
護
念
增
上
緣
。」（『
大
正
蔵
』

四
七
巻
二
五
頁
中
段
一
行
～
）
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浄
土

宗
要

肝
心

集
浄

土
宗

要
集

写
本

寛
永

10（
1633）

寛
永

12（
1635）

慶
安

4（
1651）

文
政

2（
1819）

天
保

2（
1831）

明
治

期
（

文
政

２
の

後
刷

）
刊

年
不

明

東
向

観
音

寺
正

和
３

（
1314）

頃
、

如
導

筆

金
沢

文
庫

弘
安

10（
1287）

巻
上

の
み

真
福

寺
永

和
2（

1376）
書

写

佛
教

大
学

・
３

冊
（

写
本

、
松

井
達

音
寄

贈
）

・
１

冊
（

享
保

16,1731
書

写
）

・
３

冊
→

（
写

本
、

紀
氏

諦
念

寄
贈

）
欠

本
�

い
ず

れ
も

書
写

年
代

は
不

明
な

が
ら

も
江

戸
時

代
で

あ
ろ

う
。

「
杦

田
勘

兵
衛

刊
」

記
録

で
は

３
セ

ッ
ト

有
り

。
本

文
を

参
照

。

記
録

で
は

９
セ

ッ
ト

有
り

。「
三

縁
山

蔵
版

」「
大

村
屋

総
兵

衛
刊

」
「

宇
田

総
兵

衛
　

三
縁

山
蔵

版
」

の
３

種
有

り
。

版
心

に
は

「
訂

正
　

東
宗

要
」

と
あ

る
。

こ
れ

ま
で

の
五

巻
五

冊
を

五
巻

二
冊

に
合

冊
す

る
。

大
正

大
学

『
仏

書
』

に
は

２
冊

（
写

本
）、

１
冊

（
写

本
）

を
確

認
。

現
在

は
、

三
巻

合
冊

の
一

冊
本

の
み

。

『
国

書
』

に
よ

り
確

認
す

る
も

別
本

で
、

顕
意

の
「

西
山

宗
要

」
で

あ
る

。

欠
本

○
『

国
書

』
に

よ
り

確
認

す
る

も
、

欠
本

大
谷

大
学

○
○

龍
谷

大
学

『
国

書
』『

仏
書

』
で

確
認

す
る

も
『

西
宗

要
』

「
秋

田
屋

平
左

衛
門

刊
」（

京
都

寺
町

）
○

巻
一

、
一

冊
無

刊
記

五
巻

五
冊

東
海

女
子

短
大

関
山

○

立
正

大
学

「
浄

土
宗

要
義

」、
2
巻

【
表

】『
浄

土
宗

要
肝

心
集

』『
浄

土
宗

要
集

』
現

存
諸

本
一

覧

【
参

照
文

献
】　『

国
書

総
目

録
』（『

国
書

』）
　

　
　

　
　

　『
古

典
籍

総
合

目
録

』
　

　
　

　
　

　『
仏

書
解

説
大

辞
典

』（『
仏

書
』）

　
　

　
　

　
　

廣
川

堯
敏

「
良

忠
述

『
浄

土
宗

要
集

』
の

成
立

を
め

ぐ
る

諸
問

題
」

1985
年

、『
浄

土
学

』
36

　
　

　
　

　
　『

浄
土

宗
学

関
係

書
籍

目
録

稿
』

1980
年

　
　

　
　

　
　『

続
浄

土
宗

学
関

係
書

籍
目

録
稿

』
1988

年
　

　
　

　
　

　
そ

の
他

、
各

大
学

図
書

館
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
検

索
を

利
用

し
た

。
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し
か
し
、
一
体
、
養
鸕
徹
定
が
ど
の
程
度
の
袋
中
蒐
集
の
念
仏
寺

一
切
経
を
持
ち
帰
っ
た
か
は
不
明
で
あ
っ
た
。
藤
堂
恭
俊
氏
は
、

「
養
鸕
徹
定
の
古
経
蒐
集
と
念
仏
寺
蔵
古
経
」（
以
下
、
藤
堂
恭
俊

［
一
九
七
三（
１
）］）

で
、
養
鸕
徹
定
の
著
作
『
古
経
捜
索
録
』『
古
経
題

跋
』
を
精
査
し
、
彼
が
持
ち
帰
っ
た
念
仏
寺
蔵
本
を
比
定
し
た
。
筆

者
は
、
各
地
に
散
存
し
て
い
る
袋
中
蒐
集
一
切
経
の
調
査
を
続
け
て

い
る
が
、
そ
の
結
果
、
藤
堂
恭
俊
［
一
九
七
三
］
が
比
定
し
た
古
経

類
以
外
に
も
、
養
鸕
徹
定
の
著
作
中
に
記
載
さ
れ
る
古
経
類
に
、
袋

中
蒐
集
一
切
経
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
た
。

　

そ
こ
で
養
鸕
徹
定
の
著
作
『
古
経
捜
索
録
』『
古
経
題
跋
』
を
再

検
討
し
、
新
た
に
袋
中
蒐
集
一
切
経
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
見
い
だ

し
、
養
鸕
徹
定
が
持
ち
帰
っ
た
古
経
類
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
袋
中

蒐
集
一
切
経
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
更
に
、

養
鸕
徹
定
が
著
作
に
記
し
た
そ
れ
ら
の
経
典
の
奥
書
等
か
ら
、
来
歴

は
じ
め
に

　

袋
中
良
定
（
一
五
五
二
～
一
六
三
九
）
は
、
江
戸
時
代
初
期
頃
の

浄
土
宗
名
越
派
の
学
僧
で
あ
る
。
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）、
南
都

に
移
住
し
、
降
魔
山
善
光
院
念
仏
寺
を
草
創
し
た
。
寛
永
元
年
（
一

六
二
四
）
頃
、
弟
子
た
ち
と
と
も
に
一
切
経
の
蒐
集
を
始
め
、
念
仏

寺
の
経
蔵
に
収
め
た
。
こ
れ
が
袋
中
蒐
集
の
念
仏
寺
一
切
経
で
あ
る
。

し
か
し
、
念
仏
寺
経
蔵
に
あ
っ
た
一
切
経
は
、
江
戸
末
期
に
散
逸
し
、

今
で
は
国
内
外
を
問
わ
ず
散
存
す
る
状
況
で
あ
る
。

　

折
り
し
も
念
仏
寺
の
一
切
経
が
散
逸
し
た
頃
、
大
和
の
古
寺
を
訪

れ
古
経
を
捜
索
し
て
い
た
の
が
養
鸕
徹
定
（
一
八
一
四
～
一
八
九

一
）
で
あ
る
。
当
時
増
上
寺
の
新
谷
学
寮
に
い
た
養
鸕
徹
定
は
、
念

仏
寺
等
に
蔵
さ
れ
て
い
た
古
経
類
を
入
手
し
、
増
上
寺
へ
持
ち
帰
っ

た
。

養
鸕
徹
定
の
著
作
よ
り
見
る
袋
中
蒐
集
一
切
経
と
そ
の
来
歴

三　

宅　

徹　

誠



─ 254 ─

項
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
古
経
を
抽
出
す
る
。
そ
れ
ら
が
奈
良
よ
り
持

ち
帰
っ
た
古
経
類
で
あ
る
と
し
た
。

巻
下
「
武
州
縁
山
古
経
堂
蔵
」
→
全
五
十
一
部
中
、
四
十
八
部

巻
下
「
武
州
縁
山
猶
龍
窟
蔵
」
→
全
三
十
九
部
中
、
十
七
部

附
録
「
武
州
縁
山
古
経
堂
蔵
」
→
全
二
部
中
、
二
部

　

合
計
六
十
七
部
が
、
奈
良
よ
り
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
〔
Ⅰ
〕
の
六
十
七
部
の
う
ち
、
袋
中
の
書
き
入
れ
、「
一
切
経
南
都

善
光
院
」
の
朱
印
の
あ
る
も
の
を
念
仏
寺
旧
蔵
本
と
み
な
す
。

袋
中
の
書
き
入
れ
あ
り
→
六
十
七
部
中
、
六
部

「
一
切
経
南
都
善
光
院
」
の
朱
印
あ
り
→
六
十
七
部
中
、
一
部

　

計
七
部
が
念
仏
寺
旧
蔵
本
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

〔
Ⅱ
〕『
古
経
捜
索
録
』
中
に
記
載
さ
れ
た
袋
中
蒐
集
一
切
経

　
『
古
経
捜
索
録
』
中
に
は
、「
右
三
十
八
部　

袋
中
上
人
鑑
定
爲
寶

龜
以
前
宸
翰　

有
題
跋
目
録
一
卷
」
と
あ
り
、
そ
の
三
十
八
部
の
古

経
類
は
す
べ
て
念
仏
寺
旧
蔵
本
で
あ
る
。

　

全
三
十
八
部
の
中
、
一
部
は
、〔
Ⅰ
〕
の
中
の
袋
中
の
書
き
入
れ

あ
り
と
重
複
す
る
。

　

よ
っ
て
、
計
三
十
七
部
を
念
仏
寺
旧
蔵
本
と
し
た
。

を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一
、�
藤
堂
恭
俊
［
一
九
七
三
］
に
お
け
る
念
仏
寺
蔵
古
経
比

定
の
確
認

　

藤
堂
恭
俊
［
一
九
七
三
］
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
念
仏
寺
蔵
古
経

を
比
定
し
た
の
か
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
以
下
に
説
明
す
る
。

　

養
鸕
徹
定
が
持
ち
帰
っ
た
古
経
類
を
判
別
す
る
の
に
、〔
Ⅰ
〕
縁

山
学
黌
に
収
め
た
古
経
類
、〔
Ⅱ
〕『
古
経
捜
索
録
』
中
に
記
載
さ
れ

た
袋
中
蒐
集
一
切
経
、
と
い
う
方
法
で
ま
ず
検
討
し
て
い
る
。

〔
Ⅰ
〕
縁
山
学
黌
に
収
め
た
古
経
類

　

養
鸕
徹
定
の
古
経
関
係
の
主
な
著
作
に
は
、
次
の
二
種
が
あ
る
。

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
初
冬
に
増
上
寺
で
編
集
さ
れ
た
『
古
経
捜

索
録
』、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
校
刊
さ
れ
た
『
古
経
題
跋
』

で
あ
る
。

　

ま
ず
、『
古
経
捜
索
録
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
中
で
、
所
蔵
す
る

寺
院
を
記
し
て
い
な
い
も
の
は
す
べ
て
養
鸕
徹
定
の
所
有
と
な
っ
た

古
経
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　
『
古
経
捜
索
録
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
古
経
で
、
更
に
『
古
経
題

跋
』
の
「
武
州
縁
山
古
経
堂
蔵
」
及
び
「
武
州
縁
山
猶
龍
窟
蔵（
２
）」

の
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都
善
光
院
」
の
朱
印
、
元
禄
年
間
に
念
仏
寺
経
蔵
を
訪
れ
た
仏
船（
４
）と

い
う
僧
侶
の
奥
書
な
ど
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
調
査
に
よ
り
、
袋
中
蒐
集
一
切
経
の
来
歴
が
少
し
ず
つ
明

ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
浄
瑠
璃
寺
一
切
経
、
金
峯
山
寺
一
切
経
、
大

和
国
山
辺
郡
下
深
河
荘
社
頭
御
経（
５
）な

ど
か
ら
ま
と
ま
っ
た
点
数
の
古

写
経
・
版
経
を
入
手
し
た
の
で
あ
る（
６
）。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
再
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二
―
一
　�『
古
経
題
跋
』
に
記
載
さ
れ
る
古
経
類
に
含
ま
れ
る
袋
中

蒐
集
一
切
経
の
再
検
討

　

藤
堂
恭
俊
［
一
九
七
三
］
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
古
経
捜
索
録
』

と
『
古
経
題
跋
』
の
古
経
堂
蔵
・
猶
龍
窟
蔵
の
双
方
に
記
載
さ
れ
る

六
十
七
部
の
古
経
類
が
奈
良
よ
り
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
す
る
。

　

そ
の
中
で
藤
堂
氏
が
念
仏
寺
旧
蔵
本
で
は
な
い
と
し
た
古
経
類
の

中
に
、
本
当
に
袋
中
蒐
集
一
切
経
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
点
に
着
目
し
、
ま
ず
『
古
経
題
跋
』「
武
州
縁
山
古
経
堂

蔵
」
に
お
い
て
、
筆
者
の
検
討
に
基
づ
き
、
藤
堂
氏
は
比
定
し
て
い

な
い
が
袋
中
蒐
集
一
切
経
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
以
下
に
挙
げ

る
（
ゴ
ッ
シ
ク
体
は
『
古
経
題
跋
』
の
原
文
）。

　

以
上
、〔
Ⅰ
〕
六
＋
〔
Ⅱ
〕
三
十
七 = 

四
十
三
部
、
更
に
国
宝

『
菩
薩
処
胎
経
』
五
巻
は
、『
松
翁
年
譜
』
か
ら
養
鸕
徹
定
が
念
仏
寺

よ
り
入
手
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で（
３
）、

そ
の
一
部
を
含
め
、
計
四
十

四
部
と
し
た
。

　

そ
の
他
に
、『
是
法
非
法
経
』『
冥
法
記
』
に
は
袋
中
と
思
わ
れ
る

書
き
込
み
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
二
部
を
含
め
れ
ば
、
四
十
六
部
と

な
る
。

　

よ
っ
て
、
計
四
十
四
部
（
も
し
く
は
四
十
六
部
）
を
、
養
鸕
徹
定

が
持
ち
帰
っ
た
袋
中
蒐
集
一
切
経
で
あ
る
と
藤
堂
恭
俊
［
一
九
七

三
］
は
比
定
し
た
。

　

以
上
の
計
四
十
四
部
（
も
し
く
は
四
十
六
部
）
は
す
べ
て
古
経
堂

蔵
で
あ
っ
て
、「
武
州
縁
山
猶
龍
窟
蔵
」
に
記
載
さ
れ
る
経
典
は
、

一
部
も
袋
中
蒐
集
一
切
経
（
念
仏
寺
旧
蔵
本
）
と
な
っ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
筆
者
の
調
査
等
に
よ
っ
て
、
養
鸕
徹
定
が
「
縁
山
猶
龍

窟
」
に
収
め
た
経
典
中
に
も
袋
中
蒐
集
一
切
経
が
存
在
す
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
関
し
て
次
項
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。

二
、
養
鸕
徹
定
が
持
ち
帰
っ
た
念
仏
寺
蔵
本
の
再
検
討

　

袋
中
蒐
集
一
切
経
の
特
徴
は
、
袋
中
の
書
き
込
み
、「
一
切
経
南
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卷
第
四
十
　
　
正
平
壬
辰
年
二
月
日
　
大
願
主
本
座
一
和
尚

卷
第
二
百
九
十
一
　�

建
長
七
年
八
月
日
修
補
　
正
平
七
年
壬
辰

二
月
上
旬
　
中
山
瀧
寺
伊
豫
法
橋
賢
尊

卷
第
三
百
八
十
　
　�

正
嘉
二
年
戊
午
九
月
廿
六
日
辰
時
寫
了
。

佛
子
隆
尊
　
奉
安
置
山
田
大
宮
金
峰
山
御

寶
前
。
願
主
物
部
成
俊
　
般
若
第
一
教
、

此
經
法
縁
者
、
雖
有
重
業
障
、
必
定
得
解

脱
。

　

海
住
山
寺
旧
蔵
の
『
大
般
若
経
』
は
、
袋
中
が
蒐
集
し
て
念
仏
寺

の
経
蔵
に
収
め
て
い
る
こ
と
が
、
念
仏
寺
所
蔵
文
書
か
ら
知
ら
れ
る
。

以
下
は
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）「
口
上
覚
」
中
に
記
載
さ
れ
て
い

る
棟
札
の
写
し
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

山
州
相
樂
郡
甕
原
天
神
林
山
居
而
經

　

南
无
阿
弥
陀
佛
二
春
其
内

寛
　　

二
求
大
般
若

海
住
山

一
坊　

五
大
部

笠
置

一
坊

　
　
　
　
　
　
　

本
經
者
西
小
田
原
九
躰
佛
蔵
也
依
人
々
志
少
々
取

　
　
　
　
　
　
　

籠
了
同

十
　　

五
年
書
此
札
老
躬
八
十
七
歳
袋
中（
花
押
）

　

よ
っ
て
、
念
仏
寺
の
経
蔵
よ
り
散
逸
し
た
も
の
を
、
何
ら
か
の
経

緯
で
養
鸕
徹
定
が
入
手
し
、
増
上
寺
の
猶
龍
窟
に
収
め
た
の
で
あ
る
。

○
弘
道
廣
顯
三
昧
經
一
卷

　
右
二
巻
褾
背
押
法
塔
印
。
按
法
塔
院
在
大
和
西
大
寺
賡
日
本
紀
曰
。

神
護
景
雲
元
年
三
月
壬
子
　
高
野
天
皇
幸
西
大
寺
法
塔
院
令
文
士
賦

曲
水
賜
五
位
已
上
。

　
『
唐
招
提
寺
古
経
選
』
に
『
弘
道
広
顕
三
昧
経
』
巻
第
一
の
写
真

が
掲
載
さ
れ
て
お
り（
７
）、

そ
こ
に
見
え
る
「
大
乗
教
歟　

无
熱
池
中
説　

一
校
」
と
い
う
墨
書
は
、
袋
中
の
手
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
養
鸕
徹
定
の
跋
文
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
現
在
唐
招
提
寺
蔵
の

『
弘
道
広
顕
三
昧
経
』
巻
第
一
が
、「
弘
道
広
顕
三
昧
経
一
巻
」
で
あ

り
、
袋
中
蒐
集
一
切
経
で
あ
る
。

　
「
武
州
縁
山
古
経
堂
蔵
」
に
関
し
て
は
、
以
上
の
一
本
の
み
が
、

藤
堂
氏
の
比
定
し
な
か
っ
た
袋
中
蒐
集
一
切
経
で
あ
る
古
経
で
あ
る
。

　

次
に
、「
武
州
縁
山
猶
龍
窟
蔵
」
に
つ
い
て
、
袋
中
蒐
集
一
切
経

で
あ
ろ
う
古
経
類
を
以
下
に
挙
げ
る
。

○
大
般
若
經
全
部
　
和
州
相
樂
郡
海
住
山
寺
舊
藏
也
。

卷
第
廿
五
　
　
建
長
七
年
八
月
日

卷
第
三
十
二
　
正
平
壬
辰
年
二
月
日
　
本
座
一
和
尚
賢
尊
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中
蒐
集
一
切
経
か
未
詳
）

　

大
東
急
記
念
文
庫
蔵
『
大
方
等
大
集
経
』
巻
第
四
の
奥
書
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

　
　

大
和
國
山
邊
郡
下
深
河
庄
社
頭
御
經
也
。
人
々
奉
加
。
文
安
二

年
乙
丑
三
月
十
七
日
勸
縁　

小
比
丘
釋　

永
圭
謹
書

　
「
人
々
奉
加
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
同
じ
文
章

で
あ
る
。
更
に
、「
一
切
経
南
都
善
光
院
」
の
朱
印
と
「
古
経
堂
蔵
」

の
朱
印
が
確
認
で
き
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
「
大
方
等
大
集
経
三
十

巻
」
中
の
巻
第
四
で
あ
る
。

○
佛
本
行
集
經
六
十
卷

仁
平
元
年
六
月
廿
日
　
願
以
書
寫
功
　
往
生
極
樂
界
　
一
見
一

聞
者
　
同
證
大
菩
提

　

四
天
王
寺
大
学
図
書
館
恩
頼
堂
文
庫
蔵
『
仏
本
行
集
経
』
巻
第
五

十
は
、「
一
切
經
南
都
善
光
院
」
の
朱
印
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら

袋
中
蒐
集
一
切
経
で
あ
る
。
そ
れ
を
収
め
る
帙
の
内
側
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

古
經
配
献
之
記

佛
本
行
集
經
六
十
卷
。
仁
平
中
如
法
修
行
者
某
。
所
以
折
骨
刺

血
也
。
粂
久
蔵
之
今
有
志
願
其
於
諸
佛
國
中
自
選
古
刹
。
滿
六

　

石
川
登
志
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
海
住
山
寺
は
、
慶
長
三
年
（
一
五
九

八
）
に
一
切
経
を
興
聖
寺
（
京
都
市
上
京
区
）
へ
売
却
し
た
よ
う
で

あ
る（
８
）。

そ
の
約
三
十
年
後
頃
の
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
一
六
四

四
）
に
、
袋
中
が
『
大
般
若
経
』
を
海
住
山
寺
よ
り
入
手
し
た
こ
と

を
鑑
み
れ
ば
、
当
時
、
海
住
山
寺
は
疲
弊
し
て
い
た
時
期
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

○
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
經
三
十
卷

大
和
國
山
邉
郡
下
深
河
莊
社
頭
御
經
　
文
安
二
乙
丑
歳
三
月
十

七
日
勸
縁
釋
永
圭
謹
誌

　
大
方
葊
佛
華
嚴
經
六
十
卷
　
款
識
同
前

　
大
方
等
大
集
經
三
十
卷
　
　
款
識
同
前

　

上
記
の
奥
書
を
持
つ
経
典
は
、
現
在
筆
者
が
確
認
し
得
た
袋
中
蒐

集
一
切
経
中
に
、
写
経
・
版
経
を
問
わ
ず
散
見
す
る
。

・
写
経

　
『
大
方
等
大
集
経
』
巻
第
四　

大
東
急
記
念
文
庫
蔵

　
『
大
集
経
月
蔵
分
』
巻
第
二　

中
国
国
家
図
書
館
蔵

・
版
経

　
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
第
十
四　

大
東
急
記
念
文
庫
蔵

　
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
巻
第
五
十
八　

大
東
急
記
念
文
庫
蔵
（
袋
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賢
経
』
に
は
次
の
よ
う
な
奥
書
が
あ
る
。

保
延
六
□
〈
庚
申
〉
五
月
廿
四
日
金
峯
山
寺
一
切
經
内　

勸
進

聖
人
静
嚴

　
『
幻
士
仁
賢
経
』
は
静
厳
に
よ
る
金
峯
山
寺
一
切
経
の
一
本
で
あ

る
。
そ
の
紙
背
に
前
述
の
黒
印
が
押
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、『
観

仏
三
昧
経
』
十
巻
も
、
本
来
金
峯
山
寺
一
切
経
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
西
魏
写
経
『
菩
薩
処
胎
経
』
五
巻
中
、
巻
第
一
は
奥
書
か
ら

金
峯
山
寺
一
切
経
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
袋
中

蒐
集
一
切
経
中
に
は
金
峯
山
寺
一
切
経
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
故
、
こ
の
『
観
仏
三
昧
経
』
十
巻
も
袋
中
蒐
集
一
切
経
で

あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
の
で
あ
る
。

○
發
覺
淨
土
經
卷
上

　
　
保
延
六
年
庚
申
五
月
十
一
日
勸
進
沙
門
静
嚴

　
卷
下

　
　
保
延
六
年
五
月
於
祇
陀
林
寺
書

　
郁
迦
羅
越
問
菩
薩
行
經
一
卷

　
　
金
峯
山
寺
一
切
經
之
内
勸
進
沙
門
静
嚴

　
大
愛
道
般
泥
洹
經
一
卷

　
　�

金
峯
山
寺
一
切
經
之
内
、
為
過
去
大
中
臣
氏
、
滅
罪
生
善
所
書

十
數
。
各
献
一
軸
。
故
準
六
部
軌
轍
遥
行
禮
佛
也
。
若
其
有
受

持
者
。
有
讀
者
。
誦
者
。
則
併
打
骨
之
人
及
我
具
五
法
師
悉
地

満
足
。
仰
願
慈
悲
□
垂
納
受
。

明
治
戊
子
初
夏　

朝
日
琇
宏
欽
上

　

た
だ
し
、『
仏
本
行
集
経
』
巻
第
五
十
に
は
「
仁
平
」
云
々
と
い

う
奥
書
は
な
い
。『
仏
本
行
集
経
』
の
他
の
巻
を
見
て
、
上
記
の
よ

う
な
奥
書
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、『
古

経
題
跋
』
中
に
あ
る
「
仏
本
行
集
経
六
十
巻
」
の
巻
第
五
十
が
こ
の

恩
頼
堂
文
庫
所
蔵
本
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
袋
中
蒐
集
一
切
経
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

○
觀
佛
三
昧
經
十
卷

保
延
六
年
閏
五
月
廿
二
日
　
依
此
經
書
寫
功
徳
力
　
次
生
決
定

生
極
樂
　
不
經
一
宿
花
開
敷
　
見
佛
聞
法
悟
無
生
普
賢
行
願
悉

圓
満
　
自
他
同
證
無
上
道
　
成
佛
以
後
遍
法
界
　
利
益
群
生
導

極
樂

　
『
古
経
捜
索
録
』
巻
上
に
は
、「
觀
佛
三
昧
經
、
龍
樹
菩
薩
傳
等
、

所
捺
。」
と
あ
り
、
小
さ
な
塔
の
黒
印
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
袋
中
蒐
集
一
切
経
の
一
本
で
あ
る
東
北
大
学
蔵
『
幻
士

仁
賢
経（
９
）』

の
紙
背
に
押
さ
れ
た
蔵
書
印
と
同
じ
で
あ
る
。『
幻
士
仁
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以
上
の
奥
書
か
ら
判
断
し
て
、『
優
婆
夷
墮
舍
迦
経
』
一
巻
は
浄

瑠
璃
寺
一
切
経
の
一
で
あ
る
。
袋
中
は
浄
瑠
璃
寺
よ
り
一
切
経
を
購

入
し
て
い
る
の
で
、
浄
瑠
璃
寺
旧
蔵
で
あ
れ
ば
、
ほ
ぼ
袋
中
蒐
集
一

切
経
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
。

○
彌
勒
菩
薩
所
問
本
願
經
一
卷

康
治
元
年
十
月
八
日
未
時
書
寫
　
大
法
師
仁
義

　
『
古
経
捜
索
録
』
の
記
載
も
同
じ
で
あ
る
。

　

調
査
に
よ
り
、
現
在
は
、
北
京
の
中
国
国
家
図
書
館
に
蔵
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
「
一
切
経
南
都
善
光
院
」
の
朱
印
が
あ
り
、
袋
中
の
も
の
と
思
わ

れ
る
書
き
込
み
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
特
徴
か
ら
袋
中
蒐
集
一
切

経
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、「
古
経
堂
蔵
」
の
印
は
見
当
た
ら

な
い
。
袋
中
が
ど
こ
か
ら
入
手
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
因
み
に

「
按
日
本
康
治
元
年
、
當
宋
高
宗
紹
興
十
二
年
。
此
書
雖
不
二
頗
有

蕭
散
之
畢
。
乙
酉
季
守
敬
記
。」
と
い
う
楊
守
敬
（
一
八
三
九
～
一

九
一
五
）
の
跋
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　

念
仏
寺
よ
り
散
逸
し
た
の
を
養
鸕
徹
定
が
入
手
し
、
再
び
散
逸
し

た
の
を
楊
守
敬
が
入
手
し
、
現
在
は
中
国
国
家
図
書
館
に
収
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

也
。
大
中
臣
知
盛

　

以
上
四
巻
は
、『
観
仏
三
昧
経
』
と
同
じ
く
金
峯
山
寺
一
切
経
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
も
袋
中
蒐
集
一
切
経
で
あ
る
可
能
性
が
非

常
に
高
い
。

○
優
婆
夷
墮
舍
迦
經
一
卷

　
　
承
安
五
年
乙
未
二
月
十
六
日
敬
奉
書
寫
　
佛
子
融
信

　

袋
中
蒐
集
一
切
経
で
融
信
と
署
名
さ
れ
た
奥
書
に
は
、
大
東
急
記

念
文
庫
蔵
『
智
炬
陀
羅
尼
経
』、
妙
蓮
寺
蔵
『
金
剛
頂
経
金
剛
界
秘

密
三
摩
地
礼
懺
文
』
が
あ
る
。

　

・『
智
炬
陀
羅
尼
経
』
奥
書

願
以
書
寫
力　

父
母
及
衆
生　

永
離
三
悪
趣　

速
證
大
覺
位　

自
他
法
界
同
利
益

承
安
四
年
六
月
十
日
書
寫
了　

西
小
田
原
一
切
經
内
也　

佛
子

融
信
寫

　

・『
金
剛
頂
経
金
剛
界
秘
密
三
摩
地
礼
懺
文
』
奥
書

願
以
書
寫
力　

父
母
及
衆
生　

永
離
三
悪
趣　

決
定
成
菩
提　

自
他
社
家
内
利
益

西
小
田
原
之
一
切
經
内
也　

承
安
四
年
六
月
十
日
書
之
了　

佛

子
融
信
之
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袋
中
蒐
集
一
切
経
で
あ
り
、『
古
経
題
跋
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
古

経
類
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。

二
―
二
　�『
古
経
捜
索
録
』
に
記
載
さ
れ
る
古
経
類
に
含
ま
れ
る
袋

中
蒐
集
一
切
経
の
再
検
討

　
『
古
経
捜
索
録
』
に
記
載
さ
れ
た
古
経
類
に
は
、
浄
瑠
璃
寺
一
切

経
、
も
し
く
は
金
峯
山
寺
一
切
経
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ

る
。
袋
中
蒐
集
一
切
経
中
に
は
、
そ
れ
ら
両
寺
院
旧
蔵
の
古
経
類
が

少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
養
鸕
徹
定
が
持
ち
帰
っ
た
袋
中

蒐
集
一
切
経
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。

　
『
古
経
捜
索
録
』
中
に
「
右
十
卷
共
有
承
安
五
年
乙
未
二
月
十
五

日
申
時
敬
書
佛
子
融
信
之
題
名
」
と
あ
る
十
巻
は
「
融
信
」
と
署
名

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
浄
瑠
璃
寺
一
切
経
で
あ
る
。

以
下
の
十
巻
で
あ
る
。

　
　

梵
志
計
水
淨
經
一
卷　

求
欲
經
一
卷　

優
婆
夷
墮
舍
迦
經
一
卷

　
　

 

智
炬
陀
羅
尼
經
一
卷　

七
佛
父
母
姓
字
經
一
卷　

菩
薩
内
習
六

波
羅
密
經
一
卷　

受
歳
經
一
卷　

阿
難
同
學
經
一
卷　

箭
喩
經

一
卷　

陀
隣
尼
鉢
經
一
卷

　

次
に
「
右
六
部
共
有
保
延
六
年
庚
申
五
月
十
一
日
勸
進
沙
門
靜
嚴

之
題
名
」
と
あ
る
六
部
は
、「
靜
嚴
」
と
あ
る
よ
う
に
、
金
峯
山
寺

○
普
賢
修
行
念
誦
儀
軌
一
卷

　
　
青
龍
寺
山
林
院
一
切
經

　

こ
れ
は
、
現
在
中
国
国
家
図
書
館
に
蔵
さ
れ
る
『
金
剛
頂
瑜
伽
他

化
自
在
天
理
趣
会
普
賢
修
行
念
誦
儀
軌
』
で
あ
ろ
う
。

　
「
一
切
経
南
都
善
光
院
」（
朱
印
）、「
松
坡
図
書
館
蔵
」（
朱
印
）、

「
北
京
図
書
館
蔵
」（
朱
印
）
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
巻
首
と
巻
尾
に

「
青
龍
寺
山
林
院
一
切
經
」
と
墨
書
が
あ
る
。
内
題
右
下
に
「［　

］

蔵
本
用
之
」
と
あ
り
、
一
紙
一
行
目
下
方
に
「
粗
校　

袋
中
」
と
墨

書
が
あ
る
が
、
共
に
袋
中
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
経
文
中

に
も
袋
中
の
も
の
と
思
わ
れ
る
書
き
込
み
が
あ
る
。
袋
中
蒐
集
一
切

経
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、『
古
経
題
跋
』「
武
州
縁
山
猶
龍
窟
蔵
」
に
記
載
さ
れ

た
古
経
類
の
う
ち
、
金
峯
山
寺
旧
蔵
の
も
の
を
袋
中
蒐
集
一
切
経
で

あ
る
と
断
定
す
る
な
ら
ば
、
十
部
が
養
鸕
徹
定
の
持
ち
帰
っ
た
袋
中

蒐
集
一
切
経
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
「
武
州
縁
山
古
経
堂
蔵
」
か
ら
一
部
、「
武
州
縁
山
猶
龍
窟
蔵
」
か

ら
十
部
が
、
新
た
に
養
鸕
徹
定
が
持
ち
帰
っ
た
中
に
含
ま
れ
て
い
た
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十
こ
そ
が
、
上
記
の
「
別
譯
雜
阿

經
」
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
上
記
六
部
の
仁
平
年
間
古
経
は
）
（（
（

、
袋
中
蒐
集

一
切
経
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
よ
っ
て
、「
佛
本
行
集
經
」
を
除

く
五
部
が
、
新
た
に
袋
中
蒐
集
一
切
経
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
た
。

　
『
古
経
捜
索
録
』
に
記
載
さ
れ
た
古
経
類
の
再
検
討
に
よ
り
、
合

計
十
九
部
が
、
養
鸕
徹
定
が
持
ち
帰
っ
た
袋
中
蒐
集
一
切
経
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
た
。

結
び

　

藤
堂
恭
俊
［
一
九
七
三
］
で
考
察
さ
れ
た
念
仏
寺
蔵
古
経
に
つ
い

て
再
検
討
し
て
き
た
が
、「
武
州
縁
山
古
経
堂
蔵
」
で
一
部
、「
武
州

縁
山
猶
龍
窟
蔵
」
で
十
部
、
更
に
、『
古
経
捜
索
録
』
中
か
ら
十
九

部
が
、
新
た
に
養
鸕
徹
定
が
持
ち
帰
っ
た
袋
中
蒐
集
一
切
経
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
養
鸕
徹
定
が
入
手
し
た
袋
中

蒐
集
一
切
経
は
、
藤
堂
氏
の
比
定
し
た
四
十
四
部
（
も
し
く
は
四
十

六
部
）
に
追
加
す
れ
ば
、
七
十
四
部
（
も
し
く
は
七
十
六
部
）
ま
で

明
ら
か
と
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
ま
だ
全
て
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の

で
、
更
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

筆
者
は
、
現
在
、
各
地
に
散
存
し
て
い
る
袋
中
蒐
集
一
切
経
の
研

一
切
経
で
あ
る
。
六
部
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

善
住
意
天
使
所
問
經
三
卷　

發
覺
淨
心
經
二
卷　

觀
佛
三
昧
經

十
卷　

優
填
王
經
一
卷　

觀
察
諸
法
經
一
卷　

百
千
印
陀
羅
尼

經
一
卷

　

こ
の
中
、「
觀
佛
三
昧
經
十
卷
」
は
、
既
に
「
武
州
縁
山
猶
龍
窟

蔵
」
の
項
で
触
れ
た
。「
觀
察
諸
法
經
一
卷
」
は
、「
右
三
十
八
部　

袋
中
上
人
鑑
定
爲
寶
龜
以
前
宸
翰　

有
題
跋
目
録
一
卷
」
に
含
ま
れ

る
「
觀
察
諸
法
經
卷
第
四
」
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
新
た
に
四
部
が
袋
中
蒐
集
一
切
経
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
。

　

ま
た
「
右
六
部
共
仁
平
中
物
也
」
と
あ
る
古
経
類
が
あ
る
。

中
阿

經　

增
一
阿

經　

雜
阿

經　

別
譯
雜
阿

經

佛
本
行
集
經　

起
世
因
本
經
十
卷

　
「
佛
本
行
集
經
」
は
、
既
に
「
武
州
縁
山
猶
龍
窟
蔵
」
の
項
で
触

れ
た
も
の
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。

　

本
件
に
関
係
す
る
『
別
訳
雑
阿
含
経
』
は
、
現
在
大
東
急
記
念
文

庫
に
蔵
さ
れ
て
い
る
巻
第
二
十
で
あ
ろ
う
。
そ
の
奥
書
に
は
「
仁
平

元
年
五
十
九
日
書
了
」
と
あ
り
、「
一
切
経
南
都
善
光
院
」
の
朱
印

と
「
古
経
堂
蔵
」
の
朱
印
が
確
認
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
巻
第
二
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（
４
）　

知
恩
院
所
蔵
『
首
楞
厳
三
昧
経
』
巻
下
の
巻
末
に
「
元
禄
二
己
巳

二
月
十
七
日　

南
都
念
佛
寺
於
經
藏
書　

佛
船
（
花
押
）」
と
墨
書

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
佛
船
が
念
仏
寺
の
経
蔵
を
訪
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
現
在
知
恩
院
所
蔵
の
西
魏
写
経
『
菩
薩
処
胎
経
』
巻
第
一
の
奥

書
に
も
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
仏
船
の
奥
書
が
あ
る
。
彼
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
奥
書
か
ら
元
禄
年
間
に
存
在
し
た
こ
と
が
わ

か
る
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
事
績
は
不
明
で
あ
る
。

（
５
）　

下
深
川
荘
は
、
南
北
朝
期
か
ら
見
え
る
荘
園
名
で
、
興
福
寺
寺
門

領
で
あ
る
（『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』）。「
社
頭
」
の
「
社
」
と
は
、

現
在
、
奈
良
市
下
深
川
町
に
あ
る
春
日
神
社
の
こ
と
か
。

（
６
）　

拙
稿
「
袋
中
蒐
集
一
切
経
の
来
歴
と
現
況
」（『
国
際
仏
教
学
大
学

院
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
二
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
参
照
。

（
７
）　

堀
池
春
峰
・
田
中
稔
・
山
本
信
吉
編
『
唐
招
提
寺
古
経
選
』（
中

央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
五
年
）
四
四
頁
上
段
。

（
８
）　

石
川
登
志
雄
「
興
聖
寺
と
一
切
経
」（
京
都
府
教
育
委
員
会
編

『
興
聖
寺
一
切
経
調
査
報
告
書
（
京
都
府
古
文
書
調
査
報
告
書
第
十

三
集
）』、
京
都
府
教
育
委
員
会
、
一
九
九
八
年
三
月
、
四
四
四
～
四

四
五
頁
）
参
照
。

（
９
）　
「
一
切
経
南
都
善
光
院
」
の
朱
印
が
押
さ
れ
て
あ
る
た
め
、
袋
中

蒐
集
一
切
経
の
一
と
わ
か
る
。

究
を
行
っ
て
い
る
が
、
藤
堂
恭
俊
［
一
九
七
三
］
に
お
け
る
研
究
を

受
け
継
ぎ
、
更
に
袋
中
蒐
集
一
切
経
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
べ
く
調

査
研
究
を
進
め
た
い
。

【
附
記
】

　

本
発
表
は
、
平
成
二
十
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
））

「
江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
一
切
経
蒐
集
事
業
の
研
究
―
袋
中
に
よ
る
一

切
経
蒐
集
を
中
心
に
―
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
註
】

（
１
）　

藤
堂
恭
俊
「
養
鸕
徹
定
の
古
経
蒐
集
と
念
仏
寺
蔵
古
経
」（『
史
学

仏
教
学
論
集　

藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念
』、
一
九
七
三
年
、
五
〇

五
～
五
二
八
頁
）。

（
２
）　

猶
龍
窟
は
、
新
谷
と
同
じ
く
増
上
寺
の
学
寮
の
一
つ
。

（
３
）　
『
松
翁
年
譜
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
（『
浄
土
宗
全
書
』
十
八
巻

五
七
六
頁
下
段
）。

　
　
　

嘉
永
五
年
壬
子
三
月
。（
中
略
）
購
求
奈
良
念
佛
寺
古
本
還
。
其

中
有
西
魏
隋
唐
古
經
。
及
和
銅
養
老
天
平
以
來
古
寫
經
若
干
卷
。

　
　
　
「
西
魏
」
と
あ
る
の
が
、
西
魏
の
年
号
で
あ
る
大
統
十
六
年
（
五

五
〇
）
の
奥
書
を
も
つ
『
菩
薩
処
胎
経
』
の
こ
と
で
あ
る
。



─ 263 ─

（
10
）　

こ
れ
ら
の
仁
平
年
間
古
経
の
紙
背
に
は
、
同
じ
宝
塔
黒
印
が
押
し

て
あ
る
。
目
下
検
討
中
で
あ
り
詳
し
く
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
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界
の
も
の
の
ご
と
き
も
、
阿
弥
陀
仏
の
願
心
成
就
な
れ
ば
、
三
界
の

摂
に
あ
ら
ず
と
の
意
で
あ
る
。（
中
略
）
両
者
異
な
る
の
で
あ
る
。

岸
覚
勇
氏
の
論
を
ま
ず
検
証
し
て
み
た
い
。
柴
田
泰
山
氏
の
『
善
導

教
学
の
研
究
』
に
よ
る
と
善
導
の
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
つ
い
て
、

『
觀
無
量
壽
經
疏
』「
定
善
義
」
を
引
い
て
善
導
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土

に
関
し
て
、
阿
弥
陀
仏
自
ら
の
因
と
行
と
が
完
備
・
完
成
し
て
成
立

し
た
存
在
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
が
佛
身
と
し
て
有
す
る
「
無
漏
」
そ

の
も
の
を
根
拠
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
と

し
て
、「
依
持
圓
浄
」
の
出
典
を
攝
大
乘
論
真
諦
訳
に
求
め
な
が
ら

も
、
法
界
真
如
を
浄
土
成
立
の
根
拠
と
は
せ
ず
、
阿
弥
陀
仏
の
四
八

願
と
い
う
佛
身
と
し
て
の
独
自
性
の
依
持
を
無
漏
に
求
め
、
そ
の
国

土
で
あ
る
仏
土
に
も
無
漏
を
規
定
し
て
い
る
。
と
し
、
そ
の
後
に

『
觀
無
量
壽
經
疏
』
に
現
れ
る
無
漏
の
用
例
を
八
箇
所
引
用
し
、
阿

弥
陀
佛
の
佛
身
も
仏
心
も
光
明
も
す
べ
て
無
漏
で
あ
り
浄
土
も
無
漏

　

岸
覚
勇
氏
は
、『
続　

善
導
教
学
の
研
究
』
に
お
い
て
、
浄
土
有

漏
論
及
び
三
界
摂
不
摂
論
に
お
い
て
、
懷
感
と
善
導
と
の
相
違
を
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
（
懷
感
は
）
如
来
の
浄
土
は
無
漏
な
る
も
、
凡
夫
の
心
は
有
漏
な

れ
ば
、
如
来
の
無
漏
土
の
上
に
有
漏
土
を
変
作
し
て
そ
の
中
に
生
ず

と
し
て
、
凡
夫
の
生
ま
る
る
浄
土
は
有
漏
な
り
と
し
て
い
る
。（
中

略
）
然
る
に
善
導
は
弥
陀
の
浄
土
は
唯
報
土
と
す
る
か
ら
、
漏
無
漏

を
論
ず
れ
ば
無
漏
土
と
な
す
事
は
明
瞭
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
は
大

い
に
異
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。（
中
略
）（
懷
感
は
）
浄
土
は
有

漏
な
る
も
、
三
界
摂
不
に
つ
い
て
は
二
釈
あ
り
、
一
は
欲
色
界
の
摂

す
な
わ
ち
三
界
の
摂
な
り
と
し
、
他
は
有
漏
の
名
は
寛
く
、
三
界
の

名
は
局
る
が
故
に
、
有
漏
な
れ
ど
も
三
界
の
摂
に
は
あ
ら
ず
と
す
る

の
で
あ
る
。
然
る
に
善
導
は
、
散
善
義
に
、
既
述
せ
る
如
く
、
極
楽

の
荘
厳
即
ち
鳥
身
、
微
波
、
林
樹
、
風
光
、
羅
網
等
は
、
す
べ
て
三

『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
説
か
れ
る
浄
土
の
三
界
摂
不
摂
論
と
善
導
教
学
と
の
関
係

村　

上　

真　

瑞
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有
漏
な
る
煩
悩
の
存
在
す
る
国
土
に
往
生
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
煩
悩
が
存
在
す
る
と
は
い
っ
て
も
如
来
の

煩
悩
を
滅
し
た
国
土
に
す
べ
て
を
ま
か
せ
て
変
現
す
る
の
で
あ
る
か

ら
佛
の
煩
悩
を
滅
し
た
国
土
を
現
ず
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
諸
々
の

悪
や
と
が
や
憂
い
は
な
い
。
と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
如
来
側
の
立
場

と
凡
夫
側
の
立
場
と
の
矛
盾
を
凡
夫
の
煩
悩
が
如
来
の
無
漏
土
に
す

べ
て
を
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
清
浄
化
さ
れ
、
如
来
の
無
漏
土
に
き

わ
め
て
近
似
し
て
顕
現
す
る
、
と
い
う
浄
土
自
体
に
凡
夫
の
煩
悩
を

清
浄
化
す
る
力
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
解
消
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
懷
感
は
あ
く
ま
で
如
来
側
の
立
場
で
は
、
無
漏

土
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
か
ら
考
え
て
、
岸
覚
勇
氏
の
言
う
よ
う
な

善
導
と
の
矛
盾
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
次
に
懷
感
は
浄
土

の
有
漏
、
無
漏
論
の
展
開
を
基
盤
と
し
て
、
浄
土
は
三
界
の
摂
で
あ

る
か
、
不
摂
で
あ
る
か
を
論
究
し
、
は
じ
め
に
三
界
の
摂
で
あ
る
と

い
う
立
場
を
示
し
て
い
る
。『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
よ
る
と
、

凡
夫
所
変
の
土
が
有
漏
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
欲
界
、
色
界
、

無
色
界
の
三
界
の
中
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
界
に
含
ま
れ
る
の
で
あ

る
か
を
問
う
。
凡
夫
所
変
の
土
は
有
漏
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
そ
の

ま
ま
、
三
界
の
摂
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ

の
三
界
の
中
で
も
、
欲
界
の
婬
欲
、
食
欲
等
の
欲
を
離
れ
る
こ
と
が

で
あ
る
と
柴
田
氏
は
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て

お
き
た
い
の
は
、
善
導
は
常
に
阿
弥
陀
仏
の
立
場
か
ら
浄
土
を
説
い

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
往
生
す
る
凡
夫
か
ら
の
立
場
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、『
觀
無
量
壽
經
疏
』
に
説
か
れ
る
浄
土
の
本
質
が
無
漏
で

あ
る
こ
と
は
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
岸
覚
勇
氏
の
言
う

よ
う
に
、
懷
感
の
説
く
と
こ
ろ
と
善
導
の
説
と
の
間
に
矛
盾
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

懷
感
は
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
お
い
て
、
極
楽
浄
土
と
は
、

い
か
な
る
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
か
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
論
述

し
て
い
る
。
ま
ず
、
極
楽
は
有
漏
界
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
無
漏
界

で
あ
る
か
を
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
極
楽
世
界
は
阿
弥
陀
仏
如
来
の

無
漏
智
の
変
現
で
あ
る
が
、
有
漏
の
凡
夫
が
救
済
さ
れ
、
往
生
し
て

い
く
場
所
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
来
そ
の
土
が
有
漏
で
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
無
漏
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
お
こ
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
す
る
回
答
は
、
二
つ
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
も
し

如
来
が
変
現
し
た
本
来
の
国
土
の
立
場
か
ら
見
て
言
う
な
ら
ば
、
無

漏
な
る
煩
悩
の
滅
し
た
国
土
に
往
生
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
も
し
凡
夫
自
身
の
心
を
変
現
し
た
国
土
に
、
如
来

の
国
土
に
、
如
来
の
国
土
を
受
け
入
れ
る
立
場
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
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基
が
『
大
乘
法
苑
義
林
章
』
に
よ
り
批
判
を
行
い
、
そ
れ
に
対
し
て

懷
感
が
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
よ
っ
て
反
駁
し
た
と
い
う
図
式
が
成

り
立
つ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
論
じ

て
み
た
い
。
玄
奘
が
印
度
か
ら
帰
り
法
相
唯
識
が
盛
ん
に
学
ば
れ
、

玄
奘
の
高
弟
慈
恩
大
師
基
（
Ａ
．
Ｄ
六
三
二
―
六
八
二
）
は
、『
大

乘
法
苑
義
林
章
』
巻
第
七
佛
土
章
に
お
い
て
法
相
唯
識
の
立
場
か
ら

浄
土
の
三
界
摂
・
不
摂
を
論
じ
て
い
る
。
懷
感
の
生
没
年
代
は
前
述

の
論
の
よ
う
に
西
暦
七
世
紀
後
半
（
Ａ
．
Ｄ
七
〇
〇
没
、
金
子
説
で

は
Ａ
．
Ｄ
六
九
九
没
）
で
あ
る
か
ら
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
が
懐
惲
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
の
は
西
暦
八
世
紀
初
頭
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

も
基
も
懷
感
も
活
躍
し
た
場
所
は
同
じ
長
安
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

法
相
唯
識
の
立
場
か
ら
種
々
の
問
題
を
主
体
的
に
論
じ
て
い
る
、
基

の
著
、『
大
乘
法
苑
義
林
章
』
を
懷
感
が
読
み
、
多
く
の
影
響
を
受

け
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。『
往
生
西
方
淨
土
瑞
應
傳
』
に
お
い

て
も
「
感
法
師
居
長
安
千
福
寺
。
博
通
經
典
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、

博
く
経
典
に
通
じ
て
い
た
懷
感
で
あ
る
か
ら
、
同
時
代
、
同
地
域
の

著
名
な
学
者
で
あ
る
基
の
も
の
を
読
ま
な
い
は
ず
が
な
い
。
そ
こ
で

基
の
『
大
乘
苑
義
林
章
』
巻
第
七
末
、
佛
土
章
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

法
性
土
は
真
如
の
理
で
あ
り
、
自
受
用
土
は
法
界
に
充
ち
て
い
る
か

ら
、
特
に
決
め
ら
れ
た
場
所
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
他
受
用
身
に
つ

で
き
な
い
者
が
、
欲
界
の
中
に
お
い
て
の
善
、
又
は
真
実
に
導
く
た

め
の
方
便
の
も
と
づ
い
て
、『
觀
無
量
壽
經
』
に
説
か
れ
る
三
福
、

十
六
観
の
行
を
修
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
欲
界
の
中

に
お
け
る
心
の
変
現
で
あ
る
か
ら
そ
の
ま
ま
欲
界
の
摂
と
な
る
。
ま

た
同
様
に
、
諸
欲
を
断
じ
た
清
浄
な
物
質
世
界
に
住
す
る
者
が
、
十

六
観
を
修
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
な
ら
ば
色
界
の
摂
と
な
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
論
は
懷
感
自
身
に
よ
っ
て
後
の
浄
土
の
三
界
不
摂
の

論
証
に
お
い
て
く
つ
が
え
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
柴
田
泰
山
氏
は
、
そ
の
著
『
善
導
教
学
の
研
究
』

に
お
い
て
、
大
変
詳
細
に
資
料
を
考
察
し
て
、
善
導
（
Ａ
．
Ｄ
六
一

三
～
六
八
一
）
の
説
く
、
唯
識
法
身
の
観
に
対
す
る
批
判
の
相
手
は

浄
影
寺
慧
遠
（
Ａ
．
Ｄ
五
二
三
～
五
九
二
）、
で
あ
り
、
そ
の
思
想

内
容
は
『
大
乘
義
章
』
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
、
そ

の
思
想
背
景
に
は
、
真
諦
訳
の
『
攝
大
乘
論
』
及
び
、『
攝
大
乘
論

世
親
釈
』
の
存
在
を
あ
げ
て
い
る
。
私
は
善
導
の
対
論
相
手
に
つ
い

て
は
柴
田
氏
の
説
に
よ
り
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
懷
感
の
対

論
相
手
は
、
善
導
と
は
違
い
、
新
進
気
鋭
の
玄
奘
の
持
ち
帰
っ
た
法

相
唯
識
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
地
論
宗
慧
遠
が
『
大
乘

義
章
』
に
説
く
唯
識
法
身
の
観
に
対
し
て
善
導
が
『
觀
無
量
壽
經

疏
』
に
よ
っ
て
批
判
を
行
い
、
そ
の
善
導
の
説
に
対
し
て
法
相
宗
の
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必
ず
清
浄
智
に
転
じ
ら
れ
て
い
な
い
異
熟
識
（
阿
頼
耶
識
）
が
あ
る
。

異
熟
識
が
残
っ
て
い
る
心
は
、
三
界
の
摂
に
他
な
ら
な
い
。
ど
う
し

て
三
界
を
出
過
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
三
界
の
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
か

ら
解
放
さ
れ
て
こ
そ
三
界
を
超
え
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

指
方
立
相
の
よ
う
に
、
浄
土
と
い
う
場
所
が
特
別
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
変
現
さ
れ
た
心
に
随
っ
て
浄
土
は
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
示

さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
懷
感
は
、
ま
ず
第
一
に
浄
土
の
三
界
摂
の

立
場
を
出
し
た
本
意
は
、
単
に
凡
夫
が
変
現
す
る
と
こ
ろ
の
浄
土
は

三
界
摂
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
第
二
の
浄
土
の
三
界
不
摂
の

立
場
を
証
明
す
る
段
階
で
、
阿
弥
陀
如
来
の
不
可
思
議
・
横
・
閉
な

る
本
願
力
を
あ
お
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
第
一
の
立
場
を
こ
と
ご
と
く
否

定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う

の
は
、
第
二
の
浄
土
の
三
界
不
摂
の
立
場
を
証
明
す
る
段
階
で
、
第

一
の
立
場
で
証
明
し
た
問
題
が
す
べ
て
く
つ
が
い
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
法
相
の
論
難
に
対
す
る
反
駁
に
他
な

ら
な
い
。
懷
感
は
、
次
に
第
二
の
立
場
で
あ
る
、
凡
夫
の
心
変
現
の

浄
土
で
あ
っ
て
も
三
界
不
摂
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
示
す
。『
釋

淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
よ
る
と
、
第
二
の
立
場
は
、
凡
夫
の
心
変

現
の
土
は
、
有
漏
識
所
変
の
浄
土
で
あ
る
が
三
界
不
摂
で
あ
る
と
す

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
一
の
立
場
か
ら
の
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
。

い
て
は
、『
佛
地
經
』
に
お
い
て
、
三
界
に
形
成
さ
れ
た
場
所
を
超

え
た
も
の
で
あ
る
、
と
説
か
れ
る
箇
所
を
引
用
し
て
そ
れ
を
三
方
面

か
ら
解
釈
す
る
が
、
そ
の
中
、「
如
実
の
義
」
と
し
て
、
次
の
解
釈

を
示
し
て
い
る
。『
法
華
經
』
に
お
い
て
衆
生
は
、
世
界
の
住
劫

（
存
続
の
時
期
）
が
尽
き
て
、
大
火
に
焼
き
尽
く
さ
れ
る
時
、
今
ま

で
自
分
の
住
ん
で
い
た
娑
姿
世
界
を
、
安
穏
で
あ
り
天
人
が
満
ち
て

い
る
と
感
じ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
十
地
の
菩
薩
が
見
れ
ば
報
土
と

な
り
、
地
前
の
菩
薩
が
見
れ
ば
化
土
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
心
に
随

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
心
に
浄
土
が
現
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
、

方
向
を
定
め
て
、
一
つ
の
場
所
を
特
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
。
と
し
て
、
ま
さ
に
善
導
の
指
方
立
相
に
対
す
る
論
難
が
な
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
指
方
立
相
は
、
衆
生
に
浄
土
へ
の

す
ぐ
れ
た
あ
こ
が
れ
の
心
を
起
こ
さ
せ
る
た
め
に
、
特
別
に
定
め
た

だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
来
は
、
心
の
浄
ら
か
な
様
子
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
浄
土
の
浄
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
凡
夫
の
変

現
す
る
よ
う
な
化
土
は
、
三
界
の
迷
い
の
世
界
の
物
に
心
を
至
し
て

変
現
す
る
の
で
あ
る
か
ら
三
界
摂
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ

な
の
に
古
人
は
、
こ
の
三
界
摂
の
浄
土
に
理
屈
を
つ
け
て
、
三
界
の

外
に
特
別
に
あ
る
場
所
だ
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
当
の
道
理

は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
凡
夫
に
よ
っ
て
変
現
さ
れ
た
浄
土
に
は
、
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已
上
浄
居
天
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
荘
厳
の
事
を
見
る
と
説
い
て

い
る
（
巻
下
）
の
は
、
欲
色
二
界
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、

こ
こ
に
お
い
て
は
、
同
じ
『
無
量
壽
經
』
巻
上
に
よ
っ
て
こ
の
第
一

の
説
を
破
し
て
い
る
。
浄
土
に
い
る
聲
聞
や
菩
薩
や
天
人
と
い
わ
れ

る
人
々
の
智
慧
は
高
く
す
ぐ
れ
て
い
て
、
よ
く
六
神
通
に
達
し
て
い

る
。
ま
た
そ
の
身
体
は
同
じ
顔
か
た
ち
を
し
て
い
て
、
身
体
の
ち
が

い
は
全
く
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
人
々
を
聲
聞
や
天
人
と
呼
ぶ
の

は
、
救
わ
れ
る
べ
き
衆
生
に
対
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
説
き
示
す
た

め
に
表
わ
し
た
だ
け
で
あ
る
。
浄
土
の
人
々
の
顔
や
姿
は
立
派
で
勝

れ
て
い
て
世
に
比
べ
る
者
が
な
く
、
姿
か
た
ち
の
妙
な
る
こ
と
は
天

上
界
に
も
人
間
界
に
も
比
較
す
る
も
の
が
な
く
、
み
な
悟
り
に
か
な

っ
た
身
で
あ
り
、
円
満
至
極
の
身
で
あ
る
、
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
の
立
場
で
説
い
た
、
浄
土
に
は
天
人

が
い
る
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
三
界
摂
で
あ
る
と
し
た
見
解
を
否
定

す
る
た
め
に
、『
無
量
壽
經
』
巻
上
に
説
か
れ
る
指
方
立
相
論
を
引

用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
指
方
立
相
引
用
の
ね
ら
い
は
、
単

に
第
一
の
立
場
を
否
定
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
先
に
述
べ
た
基
の

『
大
乘
法
苑
義
林
章
』
巻
第
七
末
に
説
か
れ
る
指
方
立
相
批
判
に
対

す
る
反
駁
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
無
量
壽
經
』
巻
上
に
説
か
れ

る
「
余
方
に
因
順
す
る
が
故
に
」
と
は
、
救
わ
れ
る
べ
き
衆
生
の
た

す
な
わ
ち
、
浄
土
が
有
漏
の
識
心
所
変
で
あ
る
な
ら
、
す
で
に
有
漏

の
心
は
三
界
の
摂
で
あ
る
と
述
べ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
三
界
不
摂
で
あ
る
こ
と
が
証
明
で
き
る
の
か
、

と
問
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
有
漏
は
三
界
を
出
過
で
き
な

い
こ
と
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
立
場
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有

漏
で
あ
っ
て
も
三
界
を
出
過
し
得
る
と
す
る
三
界
不
摂
の
見
解
を
示

し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
三
界
不
摂
の
見
解
は
、
凡
夫
自
心
所
変
の

土
を
、
そ
れ
が
依
託
し
て
い
る
如
来
の
無
漏
土
と
の
か
か
わ
り
に
於

て
論
じ
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
界
よ
り
有
漏
の
名

の
法
が
寛
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
懷
感
は

「
悪
趣
」
の
名
に
注
目
し
て
、
以
下
の
経
証
を
引
く
、
先
ず
『
無
量

壽
經
』
巻
下
に
お
い
て
「
横

ニ
截

チ二
五
惡
趣

ヲ一
惡
趣
自
然

ニ
閉

ズ
」
と
説

く
よ
う
に
、
有
漏
の
凡
夫
が
西
方
往
生
す
る
の
は
滅
道
の
二
締
に
か

か
わ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
決
し
て
苦
集
二
締
に
結
び
つ
か
な
い
。
こ

の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
依
託
し
て
い
る
無
漏
土
に
具
わ
る
力
用
を
強
調

し
て
、
三
界
不
摂
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
述

の
第
一
の
立
場
で
あ
る
三
界
摂
の
見
解
を
証
明
し
た
理
由
を
す
べ
て

く
つ
が
え
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
の
立
場
で
は
、『
無
量
壽
經
』

を
引
い
て
、
阿
弥
陀
佛
の
国
土
に
四
天
王
や
忉
利
天
が
あ
る
と
説
い

て
い
る
（
巻
上
）
の
は
、
欲
界
が
あ
る
こ
と
を
現
わ
し
、
又
地
よ
り
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る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
人
々
は
浄
土
の
姿
を
心
に
久
し
く
と
ど
め

置
い
て
、
仏
の
い
ま
す
所
に
行
っ
て
大
い
な
る
願
い
を
お
こ
し
て
深

く
穢
れ
た
心
を
厭
い
捨
て
て
清
淨
な
る
行
を
修
め
る
の
で
あ
る
。
阿

弥
陀
如
來
の
淨
土
の
姿
の
上
に
す
べ
て
を
ま
か
せ
る
な
ら
ば
、
人
々

の
心
が
た
と
え
煩
惱
に
ま
み
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
清

ら
か
な
佛
の
国
土
を
現
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど

世
に
尊
敬
さ
れ
る
仏
陀
が
現
し
出
し
た
煩
悩
の
な
い
清
ら
か
な
佛
の

国
土
と
同
じ
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き

が
往
生
す
る
た
め
の
強
い
力
と
な
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
の

煩
惱
に
ま
み
れ
た
心
に
阿
弥
陀
仏
の
淨
土
の
姿
を
現
し
出
さ
せ
る
の

で
あ
る
。
以
上
善
導
教
学
に
お
い
て
、
浄
土
は
あ
く
ま
で
佛
の
側
か

ら
語
ら
れ
、
そ
れ
は
無
漏
以
外
に
何
も
の
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

法
相
宗
基
の
『
大
乘
苑
義
林
章
』
に
は
、
衆
生
の
側
か
ら
の
浄
土
に

対
す
る
主
張
が
述
べ
ら
れ
、
善
導
の
所
説
で
は
十
分
に
答
え
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
、
敢
え
て
懷
感
は
衆
生
の
側
か
ら
の
答
え

を
出
し
た
も
の
と
云
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
岸
覚
勇
氏
の
言
う
よ
う
な
善
導
と
懷
感
と
の
説
の
矛
盾

と
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
く
、
善
導
が
十
分
に
言
い
尽
く
せ
な
か
っ

た
部
分
を
懷
感
が
論
理
的
に
護
っ
て
い
っ
た
結
果
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
と
結
論
づ
け
た
い
と
思
う
。（
註
略
）

め
に
、
阿
弥
陀
佛
み
ず
か
ら
の
世
界
を
、
人
間
世
界
に
お
い
て
用
い

ら
れ
る
方
角
と
、
人
間
が
本
来
具
有
し
て
い
る
取
像
性
と
を
用
い
て

説
き
現
わ
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
指
方
立
相
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

浄
土
に
い
る
と
い
う
天
人
は
、
本
来
す
べ
て
自
然
虚
無
、
無
極
な
る

身
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
の
立
場
を
証
明
す
る
た
め
に
あ
げ
た
天

の
名
は
、
す
べ
て
有
名
無
実
の
も
の
と
な
り
、
第
一
の
立
場
、
す
な

わ
ち
三
界
摂
の
立
場
は
、
確
実
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か

し
こ
こ
で
懷
感
は
第
二
の
浄
土
の
三
界
不
摂
の
立
場
を
証
明
す
る
た

め
に
『
無
量
壽
經
』『
阿
彌
陀
經
』
を
引
用
し
て
、
浄
土
に
は
、
五

悪
趣
（
人
、
天
も
含
む
）
不
摂
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
が
、
直
接

三
界
不
摂
の
証
明
を
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
で

は
詳
細
に
三
界
不
摂
を
説
明
し
、
前
述
の
基
の
『
大
乘
法
苑
義
林

章
』
の
説
を
否
定
す
る
型
式
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
。
最
後
に
、

『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
説
く
と
こ
ろ
の
、
こ
の
問
題
に
直
接
回
答
を

与
え
て
い
る
問
答
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻

に
よ
る
と
、
邪
念
を
交
え
ず
二
心
の
な
い
心
の
上
に
様
々
な
清
淨
な

ま
た
は
、
穢
れ
た
姿
な
ど
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
心
に
多
く
の
ア
ー

ラ
ヤ
識
中
に
薰
ぜ
ら
れ
る
潜
在
余
力
が
有
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
数
多

く
の
姿
を
現
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
願
を
も
ち

い
て
人
々
に
願
力
を
あ
た
え
て
淨
土
を
現
し
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き



─ 270 ─

彼
ら
の
Ｓ
Ｃ
研
究
は
そ
の
処
方
箋
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
期
待
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
流
れ
の
中
で
Ｓ
Ｃ
論
は
宗
教
研
究
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
分
野
と
し
て
は
信
者
組
織
の
社
会
的
活
動
や
社
会
貢
献
に

関
す
る
研
究
で
あ
る
。
日
本
で
も
、
従
来
、
宗
教
の
社
会
貢
献
事
業

を
研
究
し
て
い
た
研
究
者
ら
が
、
こ
の
と
こ
ろ
Ｓ
Ｃ
論
に
注
目
し
て

い
る１

。

　

そ
の
理
由
は
、
Ｓ
Ｃ
論
が
宗
教
の
社
会
的
活
動
を
体
系
的
に
分
析

す
る
た
め
の
有
効
な
手
段
を
提
供
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通

し
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
宗
教
の
社
会
的
活
動
に
対
す
る
学
術
的
な

比
較
研
究
は
非
常
に
不
足
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
活
動
の

多
さ
・
少
な
さ
と
、
信
者
間
の
人
間
的
つ
な
が
り
の
強
さ
・
弱
さ
は

ど
の
程
度
ま
で
関
係
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
信
者
間
の
つ
な
が
り

の
強
さ
・
弱
さ
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
・
個
人
的
要
因
と
相
関
関
係

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
以
下
、
Ｓ
Ｃ
と

略
す
）
論
を
適
用
し
た
宗
教
に
関
す
る
研
究
を
検
討
し
、
そ
の
成
果

と
展
望
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
Ｓ
Ｃ
（
社
会
資
本
・
社
会
関
係

資
本
）
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
や
関
係
性
、

ま
た
そ
こ
に
生
じ
る
信
頼
や
規
範
な
ど
を
資
本
と
み
な
す
概
念
で
あ

る
。
こ
の
概
念
を
用
い
た
研
究
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
ア
メ
リ

カ
を
中
心
に
活
発
化
し
、
学
界
を
越
え
て
社
会
的
に
も
話
題
を
呼
ん

だ
。
そ
の
背
景
に
は
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
著
書
の
タ
イ
ト
ル
『
孤
独
な

ボ
ウ
リ
ン
グ
』
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
個
人
化

に
対
す
る
人
々
の
危
機
意
識
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
の
民

主
主
義
を
支
え
て
き
た
草
の
根
の
地
域
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
弱
体
化

し
て
い
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
が
パ
ッ
ト
ナ
ム
等
で
あ
っ
た
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
を
適
用
し
た
宗
教
研
究
の
成
果
と
展
望横　

井　

大　

覚



─ 271 ─

い
て
現
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
を
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
、
二
〇
〇
一

年
に
『
孤
独
な
ボ
ウ
リ
ン
グ
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た３

。

　
『
孤
独
な
ボ
ウ
リ
ン
グ
』
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
ア
メ
リ
カ

社
会
の
中
の
Ｓ
Ｃ
が
減
退
し
た
原
因
が
示
さ
れ
、
そ
れ
が
な
ぜ
起
こ

っ
た
か
、
そ
の
結
果
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に

お
い
て
何
を
す
べ
き
な
の
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
Ｓ
Ｃ
の
扱
い
に

関
し
て
、『
哲
学
す
る
民
主
主
義
』
と
異
な
る
点
は
、
前
著
が
Ｓ
Ｃ

を
説
明
変
数
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
書
は
Ｓ
Ｃ
そ
の
も
の
を

主
題
と
し
、
市
民
生
活
を
支
え
て
き
た
Ｓ
Ｃ
が
な
ぜ
減
少
し
た
か
、

そ
し
て
そ
れ
を
再
生
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
論
じ
て
い
る

こ
と
に
あ
る
。

　

本
書
に
お
い
て
も
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
Ｓ
Ｃ
を
社
会
組
織
の
特
定
の

特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、
組
織
の
内
部
に
と
っ
て
プ
ラ
ス

に
働
く
だ
け
で
は
な
く
、
外
部
性
を
有
す
る
。
前
著
に
お
い
て
、
Ｓ

Ｃ
の
外
部
性
は
政
治
に
プ
ラ
ス
に
働
く
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、

本
書
で
は
、
そ
の
外
部
性
は
プ
ラ
ス
に
も
マ
イ
ナ
ス
に
も
な
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
ア
メ
リ
カ
の
市
民
生
活
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
を
支
え
て
き
た
プ
ラ
ス
の
Ｓ
Ｃ
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
Ｓ
Ｃ
を
蓄
積
し
て
い
た
社
会
組
織
へ
の
参
加
の
減
少
を

デ
ー
タ
に
よ
っ
て
示
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
再
生
す
る
た
め
の
処
方

に
あ
る
の
か
、
そ
れ
ら
の
点
は
宗
教
団
体
に
よ
っ
て
ど
の
く
ら
い
異

な
る
の
か
、
そ
の
違
い
は
そ
の
団
体
の
宗
教
そ
れ
自
体
の
特
性
に
よ

る
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
原
因
に
よ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
関
す

る
実
証
的
研
究
は
遅
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｓ
Ｃ
論
は
こ
う
い
っ
た

問
題
に
つ
い
て
、
宗
教
間
比
較
や
宗
教
的
組
織
と
世
俗
的
組
織
の
比

較
を
体
系
的
に
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
理
論
と
見
ら
れ
て
お
り
、

筆
者
自
身
も
そ
の
可
能
性
を
追
求
し
た
い
。

一　

パ
ッ
ト
ナ
ム
の
Ｓ
Ｃ
論

　

パ
ッ
ト
ナ
ム
は
イ
タ
リ
ア
で
一
九
七
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
地
方
分

権
改
革
を
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
分
析
し
た
著
作
『
哲
学
す
る
民
主
主

義
』
の
中
で
、
Ｓ
Ｃ
を
「
調
整
さ
れ
た
諸
活
動
を
活
発
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
社
会
の
効
率
性
を
改
善
で
き
る
、
信
頼
、
規
範
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
い
っ
た
社
会
組
織
の
特
徴
を
い
う２

」
と
定
義
し
て
い
る
。

本
書
の
目
的
は
、
地
方
分
権
改
革
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
州
が
同
じ

制
度
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
的
に
上
手
く
い
っ
て
い
る

州
と
そ
う
で
は
な
い
州
に
分
か
れ
た
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
見
つ
け
出
し
た
答
え
が
Ｓ
Ｃ

で
あ
っ
た
。

　
『
哲
学
す
る
民
主
主
義
』
の
後
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
Ｓ
Ｃ
概
念
を
用
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（
一
）
民
主
主
義
に
寄
与
す
る
宗
教
の
研
究

　

第
一
の
研
究
の
先
駆
は
、
宗
教
学
者
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
グ
リ
ー
リ

ー
に
よ
る
Ｓ
Ｃ
論
を
用
い
た
宗
教
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
関
係
の

研
究
で
あ
る５

。
彼
に
よ
れ
ば
、
Ｓ
Ｃ
に
関
心
が
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
社

会
科
学
者
た
ち
は
宗
教
を
取
り
上
げ
る
の
を
避
け
る
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
、
宗
教
組
織
へ
の
参
加
者
の
方
が
他
の
組
織
へ
の
参
加
者
よ

り
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加
の
割
合
が
高
い
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
お
り
、
宗
教
抜
き
に
は
ア
メ
リ
カ
社
会
の
Ｓ
Ｃ
を
捉
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
グ
リ
ー
リ
ー
は
論
じ
た
。
グ
リ
ー
リ
ー
の
研
究
は

一
九
九
七
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
Ｓ
Ｃ
と
宗
教
の
関
係
を

扱
う
研
究
は
増
加
し
、
二
〇
〇
三
年
に
は
『
Ｓ
Ｃ
と
し
て
の
宗
教
』

と
い
う
論
文
集
が
出
版
さ
れ
た６

。

　

こ
の
本
の
な
か
で
、
宗
教
学
者
の
ジ
ョ
ン
・
コ
ー
ル
マ
ン
は
「
ア

メ
リ
カ
に
お
い
て
、
宗
教
が
他
の
ア
メ
リ
カ
の
組
織
よ
り
「
Ｓ
Ｃ
」

を
生
み
出
す
こ
と
は
今
や
ほ
と
ん
ど
決
ま
り
文
句
で
あ
る７

」
と
述
べ

て
い
る
。
宗
教
学
者
の
コ
ー
ウ
ィ
ン
・
ス
ミ
ッ
ト
は
、
宗
教
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
る
Ｓ
Ｃ
が
世
俗
の
組
織
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
Ｓ
Ｃ
と

は
、
次
の
五
つ
の
点
で
異
な
る
と
論
じ
て
い
る８

。
そ
れ
は
、
①
量
、

②
持
続
性
、
③
範
囲
、
④
互
恵
性
を
生
む
能
力
、
⑤
社
会
的
格
差
と

の
関
係
で
あ
る
。
宗
教
が
形
成
す
る
Ｓ
Ｃ
は
、
世
俗
組
織
よ
り
も
量

箋
を
提
示
し
て
い
る
。

二　

Ｓ
Ｃ
論
を
適
用
し
た
宗
教
研
究

　
『
孤
独
な
ボ
ウ
リ
ン
グ
』
の
中
で
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
Ｓ
Ｃ
と
宗
教

の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
組
織
所
属
の
半

数
近
く
が
教
会
関
連
で
あ
り
、
個
人
的
な
慈
善
活
動
全
体
の
半
数
が

宗
教
的
性
格
を
持
ち
、
全
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
半
数
は
宗
教
的
文
脈
の

中
で
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
宗
教
に
い

か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
は
、
米
国
の
社
会
関
係
資
本
に
と
っ
て
大

き
な
意
味
を
持
つ４

」
と
い
う
。

　

パ
ッ
ト
ナ
ム
の
研
究
以
降
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
Ｓ
Ｃ
の
観
点
か
ら

宗
教
の
研
究
が
活
発
に
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
い
く
つ
か
の

研
究
を
取
り
上
げ
、
Ｓ
Ｃ
論
を
適
用
し
た
宗
教
研
究
が
ど
の
よ
う
な

成
果
を
も
た
ら
し
た
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
れ
ら
の
宗
教
研
究
は

大
き
く
分
け
る
と
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。
第
一
に
、
宗
教
が
Ｓ
Ｃ
と

し
て
ど
の
よ
う
に
民
主
主
義
に
寄
与
し
て
い
る
か
を
分
析
す
る
も
の

で
あ
る
。
第
二
に
、
宗
教
が
形
成
す
る
Ｓ
Ｃ
に
は
ど
の
よ
う
な
効
果

が
あ
る
か
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
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注
目
す
る
あ
ま
り
、
他
の
要
素
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
Ｓ
Ｃ
論
を
用
い
て
宗
教
の
社
会
的
活
動
や
社
会
貢
献
を
分
析

す
る
に
は
、
Ｓ
Ｃ
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
要
素
も
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
課
題
が
出
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
宗
教
的
組
織
と
世
俗
的
組
織
の
比
較
研
究

　

第
二
の
研
究
の
な
か
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
宗
教
学
者
の
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ウ
ッ
ド
の
研
究
を
取
り
上
げ
る11

。
ウ
ッ
ド
の
研
究
は
、Pacific 

Institute for Com
m

unity O
rganization

（
以
下
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ

と
略
す
）
と
い
う
宗
教
に
基
づ
い
た
組
織
の
政
治
参
加
・
市
民
活
動

を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
多
く
存
在
し
て
い
る
「
教
会
に
基
づ

い
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
」
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
数
十
の
地
域

の
教
会
に
支
え
ら
れ
て
い
る
、
地
域
の
問
題
や
政
治
的
な
問
題
に
取

り
組
む
組
織
で
あ
る
。
特
徴
は
、
地
域
の
教
会
か
ら
人
々
を
長
期
に

動
員
し
て
活
動
を
行
う
こ
と
、
市
や
国
の
役
員
や
議
員
、
専
門
家
な

ど
と
協
力
し
て
い
る
こ
と
、
組
織
の
外
部
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用

し
て
問
題
解
決
に
取
り
組
む
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
前
述
の
第
一
の
研
究
よ
り
も
ウ
ッ
ド
の
研
究
の
方
が
こ

れ
か
ら
の
発
展
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
第

が
多
く
、
よ
り
持
続
す
る
と
い
う
。
ま
た
、「
宗
教
は
し
ば
し
ば
、

そ
の
信
仰
者
に
他
者
と
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
を
促
す９

」
と
い
う
よ

う
に
、
範
囲
も
広
い
。
さ
ら
に
、
宗
教
に
は
、
人
々
が
協
力
す
る
た

め
の
よ
り
強
力
な
基
礎
（
物
質
的
利
害
関
心
で
は
な
い
利
他
的
精

神
）
を
提
供
す
る
と
い
う
能
力
が
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
の
Ｓ
Ｃ
は
教

育
格
差
に
よ
っ
て
増
減
し
に
く
く
、
低
所
得
の
人
々
の
間
で
も
Ｓ
Ｃ

を
形
成
す
る
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
に
対
し
て
、
宗
教
社
会
学
者
の
ロ
バ
ー
ト
・
ウ

ス
ノ
ウ
は
、
民
主
主
義
を
再
活
性
化
さ
せ
る
に
は
、
Ｓ
Ｃ
に
加
え
て

制
度
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る11

。
こ
の
指
摘
は
、

パ
ッ
ト
ナ
ム
が
イ
タ
リ
ア
の
諸
州
を
比
較
分
析
し
た
と
き
、
制
度
と

い
う
変
数
が
一
定
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
Ｓ
Ｃ
が
重
要
で
あ
る
と
い

う
主
張
に
説
得
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
制
度
と

と
も
に
文
化
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
宗
教
学
者
の
リ

ー
ス
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
宗
教
を
組
織
と
し
て
で
は
な
く
文
化
的
資

源
と
し
て
捉
え
、
民
主
主
義
へ
の
参
加
に
対
し
て
宗
教
言
語
が
ど
の

よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
、
そ
の
言
語
に
公
共
性
が
あ
る
か
ど
う
か

を
考
察
し
て
い
る11

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
宗
教
が
民
主
主
義
を
支
え
る
Ｓ
Ｃ
を
形
成
し
て

い
る
と
い
う
研
究
は
盛
ん
だ
が
、
批
判
も
起
こ
っ
て
い
る
。
Ｓ
Ｃ
に
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Ｏ
と
の
関
係
を
「
構
造
的
共
生
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。
そ
も
そ
も
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
自
体
は
狭
義
の
宗
教
組
織
で
は
な
く
、

「
宗
教
的
信
念
へ
の
ア
ピ
ー
ル
」
を
文
化
的
戦
略
と
す
る
、
人
々
が

そ
の
よ
う
な
信
念
を
発
揮
す
る
場
と
し
て
の
組
織
で
あ
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ

Ｏ
は
活
動
を
行
う
た
め
に
、
文
化
的
戦
略
を
通
じ
て
地
域
の
教
会
で

形
成
さ
れ
た
Ｓ
Ｃ
を
利
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
単
に
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
が
一

方
的
に
利
益
を
得
る
の
で
は
な
く
、
教
会
側
に
も
利
益
が
あ
る
と
ウ

ッ
ド
は
い
う
。
そ
の
利
益
と
し
て
は
、
聖
職
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

形
成
、
教
会
の
社
会
的
倫
理
の
教
え
に
よ
っ
て
社
会
を
変
え
て
い
く

こ
と
に
信
者
が
積
極
的
に
な
る
こ
と
、
信
者
が
宗
教
的
生
活
と
市
民

的
生
活
が
統
合
さ
れ
る
と
い
う
感
覚
を
得
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
は
地
域
の
教
会
で
形
成
さ
れ
た
Ｓ
Ｃ

を
利
用
し
て
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
ウ
ッ
ド
は
比
較
対
象
と
し
て
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
と
同
じ
文
化
的

戦
略
を
採
用
し
て
い
るCenter for T

hird W
orld O

rganizing

（
以
下
、
Ｃ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
と
略
す
）
と
い
う
組
織
を
分
析
し
て
い
る
。
理

由
は
、
Ｃ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
の
所
在
地
、
取
り
組
ん
で
い
る
問
題
、
組
織
化
の

手
法
、
人
口
層
、
資
金
な
ど
が
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
と
類
似
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
Ｃ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
が
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
と
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
文
化
的
戦

略
で
使
用
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
が
宗
教
に
基
づ
い

一
に
、
こ
の
研
究
が
、
第
一
の
研
究
と
同
じ
関
心
を
持
ち
な
が
ら
も
、

Ｓ
Ｃ
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ど

の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か
を
検
討
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、

宗
教
と
非
宗
教
の
組
織
を
構
造
的
に
比
較
し
た
研
究
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

　

第
一
の
理
由
か
ら
見
て
い
く
。
ウ
ッ
ド
は
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
調
査
を
通

じ
て
、
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
民
主
主
義
に
寄
与
し
て
い
る
か
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
た
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
主
要
な
目
的
は
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
低
所
得
者
層
を
民
主
主
義
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ッ

ド
は
Ｓ
Ｃ
を
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
が
利
用
で
き
る
資
源
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

ウ
ッ
ド
は
地
域
の
教
会
が
社
会
に
プ
ラ
ス
の
Ｓ
Ｃ
と
し
て
機
能
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ

Ｏ
が
地
域
の
教
会
で
形
成
さ
れ
て
い
る
人
々
の
つ
な
が
り
を
ど
の
よ

う
に
利
用
し
て
い
る
か
を
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｓ
Ｃ
を
独
立

変
数
と
し
て
効
果
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
Ｓ
Ｃ
が
す
べ
て
の
問
題
を

解
決
す
る
万
能
薬
で
あ
る
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
を
回

避
す
る
こ
と
が
で
き
、
す
べ
て
を
Ｓ
Ｃ
に
還
元
し
て
し
ま
う
と
い
う

問
題
も
解
決
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
第
二
の
理
由
と
し
た
比
較
研
究
で
あ
る
。
ウ
ッ
ド
は
地
域

の
教
会
と
そ
こ
に
所
属
し
て
い
る
人
々
を
活
動
に
動
員
す
る
Ｐ
Ｉ
Ｃ
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や
市
民
活
動
で
は
よ
り
上
手
く
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ウ
ッ
ド

は
明
ら
か
に
し
た
。

　

さ
ら
に
ウ
ッ
ド
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
動
員
さ
れ
る
三
つ
の
地
域
の
教

会
を
比
較
し
て
い
る
。
理
由
は
、
比
較
し
た
三
つ
の
教
会
が
一
様
に

強
固
な
Ｓ
Ｃ
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
参
加
や
市
民

活
動
に
対
す
る
成
果
が
異
な
っ
て
お
り
、
Ｓ
Ｃ
と
い
う
観
点
だ
け
で

は
こ
れ
ら
の
違
い
を
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ッ
ド
は
、

「
三
つ
の
教
会
は
異
な
っ
た
宗
教
文
化
を
具
体
化
し
て
お
り
、
そ
の

た
め
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
活
動
は
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
に
お
け
る
い
く
ら
か

異
な
っ
た
文
化
的
基
礎
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の

取
り
組
み
は
異
な
っ
た
政
治
文
化
を
形
成
す
る
。
も
し
こ
れ
ら
三
つ

の
教
会
の
異
な
っ
た
成
果
を
、
内
部
の
文
化
的
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
つ

な
げ
る
説
得
力
の
あ
る
文
化
的
分
析
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

文
化
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
は
そ
れ
と
し
て
重
要
で
、
Ｓ
Ｃ
の
み
に
還

元
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
拠
に
な
る
だ
ろ
う
」11
（
下
線
筆
者
）

と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
つ
の
教
会
の
政
治
参
加
や
市
民
活
動

の
成
果
の
違
い
を
文
化
的
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
の
違
い
に
よ
っ
て
説
明
し

て
い
る
。

　

ウ
ッ
ド
の
研
究
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
、
ウ
ッ
ド
は
Ｓ
Ｃ
を
独

立
変
数
と
し
て
、
政
治
参
加
・
市
民
活
動
を
従
属
変
数
と
し
て
分
析

た
組
織
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ｃ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
は
人
種
に
基
づ
い
た
組
織

で
あ
る
。
ウ
ッ
ド
は
文
化
的
戦
略
に
用
い
ら
れ
る
宗
教
と
人
種
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
違
い
が
ど
の
よ
う
に
Ｓ
Ｃ
形
成
の
違
い
と
し
て
現

れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
活
動
の
成
功
の
違
い
と
し
て
現
れ
る
か
を

検
討
す
る
た
め
に
、
Ｃ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

ウ
ッ
ド
に
よ
る
と
、
Ｃ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
の
文
化
的
戦
略
は
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
比

べ
て
、
Ｓ
Ｃ
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
困
難
を
伴
う
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
場
合
は

宗
教
的
信
念
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
人
々
を
組
織
化
し
て
い
た
が
、
Ｃ
Ｔ

Ｗ
Ｏ
は
多
民
族
主
義
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
組
織
化
を
行
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
Ｃ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
に
参
加
す
る
人
々
が
、
最
初
か
ら
Ｃ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
の
文

化
的
戦
略
で
あ
る
多
民
族
主
義
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｃ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
に

参
加
す
る
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
や
人
種
の
歴
史
が
異
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
ら
を
取
り
ま
と
め
る
「
結
束
の
文
化
」
を
構
成
で
き
る
よ

う
な
文
化
の
共
通
要
素
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
組
織
内
の
人
々
の
つ

な
が
り
や
関
係
性
は
弱
く
、
Ｃ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
は
組
織
を
形
成
・
維
持
し
て

い
く
た
め
に
、
か
な
り
の
時
間
と
労
力
を
必
要
と
す
る
と
い
う
。
し

た
が
っ
て
、
同
じ
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
訴
え
る
文
化
的
戦
略
で
あ

っ
て
も
、
宗
教
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
Ｓ
Ｃ
を

利
用
し
て
い
る
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
方
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
参
加
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筆
者
は
、
Ｓ
Ｃ
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
を
Ｓ

Ｃ
へ
と
抽
象
化
し
て
、
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
一
点
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
比
較
研
究
を
行

う
に
あ
た
っ
て
制
度
や
文
化
な
ど
の
変
数
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｓ
Ｃ
が
説
明
で
き
る
範

囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
を
万
能

視
せ
ず
に
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
比
較
研
究
を
行
い
、
Ｓ
Ｃ
の
効
果
の

多
面
性
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
こ
の
概
念
を
活
か
し
た
実
質
的
な

宗
教
研
究
が
日
本
で
も
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

１　

例
え
ば
、
稲
場
圭
信
「
宗
教
と
利
他
主
義

―
現
代
社
会
の
新

た
な
動
き
の
分
析
」（『
宗
教
研
究
』
八
〇
（
四
）、
一
八
七
―

一
八
八
頁
）、
堀
内
一
史
「
Ｓ
Ｃ
と
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム

―
宗

教
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
宗
教
的
Ｓ
Ｃ
を
め
ぐ
っ
て
」（
稲
場
陽
二

編
『
Ｓ
Ｃ
の
潜
在
力
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
〇
五

―
一
三
三
頁
）。
こ
れ
ら
の
研
究
は
本
稿
で
取
り
上
げ
る
よ
う

な
Ｓ
Ｃ
を
用
い
た
比
較
研
究
で
は
な
い
。

２　

パ
ッ
ト
ナ
ム
・
ロ
バ
ー
ト
著
／
河
田
潤
一
訳
『
哲
学
す
る
民
主

主
義

―
伝
統
と
改
革
の
市
民
的
構
造
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇

〇
一
年
、
二
〇
六
―
二
〇
七
頁
。

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
ウ
ッ
ド
は
政
治
参

加
・
市
民
活
動
に
と
っ
て
Ｓ
Ｃ
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
文
化
も
重
要

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
二
に
、
同
じ
目
的
を

持
っ
た
宗
教
と
非
宗
教
の
組
織
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
宗
教
の
方
が

よ
り
成
功
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
Ｓ
Ｃ
論
を
適
用
し
た
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
研
究
を
整
理
し
た

が
、
こ
れ
を
日
本
に
適
用
す
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
宗

教
の
社
会
的
活
動
を
分
析
す
る
上
で
、
Ｓ
Ｃ
を
用
い
る
こ
と
で
明
ら

か
に
な
る
と
筆
者
が
考
え
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
宗

教
が
ど
れ
く
ら
い
社
会
貢
献
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主

に
量
的
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ス
ミ
ッ
ト

が
提
示
し
た
よ
う
に
、
量
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
持
続
性
や
範
囲
も

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
宗
教

が
ど
の
よ
う
に
社
会
的
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ウ
ッ
ド
の
研
究
の
よ
う
に
、
Ｓ
Ｃ
以
外
の
変
数
を
一
定
に
し
た
と
き
、

相
違
点
が
見
つ
か
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｃ
が
同
じ
だ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
要
素
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
宗
教
の

社
会
的
活
動
の
さ
ら
な
る
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
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っ
た
研
究
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
は
じ
め
に
「
宗
」
の
三
義
説
―
独

尊
・
統
摂
・
帰
趣
―
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
整
理
を
行
い
、
次
に
浄

土
宗
に
お
け
る
「
宗
」
の
三
義
説
の
展
開
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

当
小
論
で
は
、「
宗
」
の
三
義
説
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
を
整
理
し
、

そ
の
淵
源
を
確
認
す
る
。

二
、「
宗
」
の
三
義
説
―
独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
―

　

独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
と
い
う
「
宗
」
の
三
義
説
は
、
中
国
宋
代
を

代
表
す
る
浄
土
教
者
に
し
て
、
戒
律
の
復
興
者
と
し
て
有
名
な
霊
芝

元
照
（
一
〇
四
八
―
一
一
一
六
）
の
『
観
経
新
疏
』
の
注
釈
書
『
正

観
記２

』
に
お
い
て
は
じ
め
て
提
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
宗
」
の
三

義
説
は
、『
正
観
記
』
の
著
者
拙
菴
戒
度
（
生
没
年
不
詳
）
の
創
説

と
い
え
る
。

　

元
照
滅
後
三
年
か
ら
九
年
に
あ
た
る
宣
和
年
中
（
一
一
一
九
―
一

一
、
問
題
の
所
在

　

近
代
の
浄
土
宗
僧
侶
の
間
で
は
、
独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
と
い
う

「
宗
」
の
三
義
説
が
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る１

。
し
か
し
、
浄
土
宗
に

お
け
る
こ
の
「
宗
」
の
三
義
説
の
使
用
は
良
忠
上
人
の
著
作
に
お
い

て
は
じ
め
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
善
導
大
師
や
法
然
上
人
、
聖

光
上
人
の
言
葉
に
は
み
ら
れ
な
い
（
以
下
、
尊
称
を
略
す
）。
良
忠

は
法
然
・
聖
光
が
用
い
た
文
献
の
他
、
新
た
に
宋
代
浄
土
教
文
献
を

積
極
的
に
受
容
し
て
い
る
。「
宗
」
の
三
義
説
も
宋
代
浄
土
教
者
の

著
作
か
ら
用
い
た
も
の
で
あ
り
、
善
導
『
観
経
疏
』
の
一
経
両
宗
を

説
明
す
る
な
か
で
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
七
祖
聖
冏
は
良
忠
の
説

を
さ
ら
に
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
浄
土
宗
に
お
け
る

「
宗
」
の
三
義
説
が
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
、
こ
れ
ま
で
「
宗
」
の
三
義
説
を
中
心
に
整
理
を
行

「
宗
」
の
三
義
説
―
独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
―
（
1
）

吉　

水　

岳　

彦
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あ
る
と
解
釈
し
て
い
る11

。
戒
度
が
提
示
す
る
「
宗
」
の
三
義
説
は
、

元
照
が
「
宗
」
を
主
の
義
に
解
釈
す
る
こ
と
の
意
義
を
、
独
尊
・
統

摂
・
帰
趣
の
義
に
よ
っ
て
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
つ
目
の
独
尊
の
義
と
は
、
天
に
二
つ
の
太
陽
は
な
く
、
国
に
二

人
の
王
が
い
な
い
よ
う
に
、
そ
の
世
界
の
主
に
し
て
、
唯
一
無
二
の

存
在
の
意
で
あ
る
。
二
つ
目
の
統
摂
の
義
と
は
、
網
の
綱
、
皮
衣

（
裘
）
の
え
り
の
よ
う
に
、
そ
の
主
と
な
る
と
こ
ろ
を
引
け
ば
、
周

り
が
す
べ
て
つ
い
て
く
る
意
で
あ
る
。
三
つ
目
の
帰
趣
と
は
、
多
く

の
星
が
北
辰
を
尊
び
取
り
巻
き
、
西
高
東
低
の
中
国
の
地
に
お
い
て

水
が
必
ず
東
へ
流
れ
て
い
く
よ
う
に
、
主
た
る
も
の
に
多
く
の
も
の

が
集
中
し
て
い
く
意
で
あ
る11

。
そ
し
て
、『
観
経
』
の
主
も
こ
の
三

義
を
備
え
て
お
り
、『
観
経
新
疏
』
の
講
説
者
元
照
は
『
観
経
』
の

文
に
つ
い
て
詳
細
に
こ
の
三
義
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
戒
度

は
述
べ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
元
照
が
『
観
経
新
疏
』
に
お
い
て
『
観
経
』
の

「
宗
」
を
観
仏
三
昧
と
し
、『
観
経
』
の
主
を
観
仏
と
す
る
こ
と
に11

、

先
に
挙
げ
た
独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
の
三
義
が
備
わ
っ
て
い
る
と
戒
度

は
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
「
宗
」
の
三
義
説
は
観
仏
を

「
宗
」
と
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
論
理
展
開
な
の
で
あ
る
。

以
上
、「
宗
」
の
三
義
説
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
確
認
し
た
。
次
に

一
二
五
）
に
、
四
明
延
慶
寺
に
お
い
て
草
菴
道
因
（
一
〇
九
〇
―
一

一
六
七
）
に
よ
り
『
観
経
新
疏
』
の
批
判
書
で
あ
る
『
観
経
輔
正

解３

』
が
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
元
照
の
門
人
と
し
て
滅
後
六

二
年
後
（
一
一
七
八
）
に
『
観
経
扶
新
論
』
一
巻４

を
著
わ
し
て
元
照

の
説
を
扶
け
た
の
が
戒
度
で
あ
る
。

　

戒
度
は
元
来
道
因
に
教
え
を
受
け
て
い
た
が
、『
観
経
輔
正
解
』

の
講
義
を
受
け
た
後
に
二
四
項
目
に
わ
た
っ
て
両
書
を
比
較
し
、
論

破
し
た
と
さ
れ
る５

。
戒
度
は
こ
の
他
に
も
、「
無
量
寿
仏
讃
」
の
注

釈
で
あ
る
「
無
量
寿
仏
讃
註６

」、『
阿
弥
陀
経
義
疏
』
の
注
釈
で
あ
る

『
阿
弥
陀
経
義
疏
聞
持
記
』
一
巻
（
以
下
、『
聞
持
記
』
と
略
す７

）
を

作
成
し
て
、
元
照
の
浄
土
教
を
顕
彰
し
て
い
る
。
戒
度
の
行
業
に
つ

い
て
は
、
こ
の
他
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
で
き
な
い８

。

　

と
も
か
く
「
宗
」
の
三
義
説
は
、
こ
の
よ
う
な
戒
度
に
よ
る
元
照

浄
土
教
の
顕
彰
作
業
の
所
産
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
宗
」
の

三
義
説
で
あ
る
が
、
戒
度
『
正
観
記
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

辯
經
宗
標
示
中
以
主
釋
宗
。
乃
有
三
義
。
一
者
獨
尊
義
。
天
無

二
日
國
無
二
王
故
。
二
者
統
攝
義
。
如
網
之
綱
如
裘
之
領
故
。

三
者
歸
趣
義
。
星
必
拱
北
水
必
朝
東
故
。
今
經
之
主
備
茲
三
義
。

講
者
臨
文
詳
而
説
之９

。

　
『
観
経
新
疏
』
経
宗
釈
に
お
い
て
、
元
照
は
「
宗
」
を
主
の
義
で



─ 280 ─

に
は
「
宗
尊
也
主
也11

」
と
あ
り
、「
宗
」
と
は
尊
、
主
の
義
が
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る11

。
湛
然
に
天
台
を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
華
厳
四
祖

清
凉
澄
観
（
七
三
八
―
八
三
九
）
の
弟
子
華
厳
五
祖
の
圭
峰
宗
密

（
七
八
〇
―
八
四
一
）『
行
願
品
別
行
疏
鈔
』
に
は
、「
第
二
辨
教
宗

旨
者
宗
者
尊
也
。
即
語
之
所
尚
或
心
之
所
尚
也
。
旨
者
旨
趣
、
謂
宗

之
所
歸
也11

」
と
あ
る
。
宗
密
は
湛
然
と
同
じ
く
「
宗
」
と
は
尊
の
義

で
あ
る
と
し
た
上
で
、
華
厳
三
祖
法
蔵
（
六
四
三
―
七
一
二
）
と
同

じ
く
経
典
の
語
の
表
わ
す
と
こ
ろ
が
「
宗
」
で
あ
り
、
そ
の
「
宗
」

の
帰
向
す
る
と
こ
ろ
を
「
旨
趣
」
と
し
て
い
る11

。
こ
の
よ
う
に
、
唐

代
中
期
を
代
表
す
る
僧
に
よ
っ
て
「
宗
」
と
は
尊
の
義
を
持
ち
、
な

お
か
つ
「
宗
」
の
帰
向
す
る
と
こ
ろ
を
「
趣
」
と
す
る
と
い
う
説
明

が
な
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

宗
密
滅
後
す
ぐ
に
中
国
で
は
破
仏
が
行
わ
れ
た
た
め
、
次
に

「
宗
」
の
概
念
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
見
解
が
示
さ
れ
た
の
は
北
宋

代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
北
宋
代
初
期
に
活
躍
し
た
永
明

延
寿
（
九
〇
四
―
九
七
五
）『
宗
鏡
録
』
一
〇
〇
巻
は
、
こ
の
後
に

禅
・
天
台
・
華
厳
・
浄
土
教
を
学
ぶ
僧
侶
に
広
く
影
響
を
与
え
た
書

で
あ
る
。
こ
の
『
宗
鏡
録
』
こ
そ
、
独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
と
い
う

「
宗
」
の
三
義
の
原
形
と
考
え
ら
れ
る
説
示
が
み
ら
れ
る
典
籍
で
あ

る
。
は
じ
め
に
『
宗
鏡
録
』
標
宗
章
に
は
、「
宗
」
に
つ
い
て
次
の

こ
う
し
た
論
理
が
形
成
さ
れ
て
く
る
過
程
と
そ
の
淵
源
に
つ
い
て
考

察
を
行
い
た
い
。

三
、「
宗
」
の
三
義
説
の
淵
源

　

そ
も
そ
も
「
宗
」
と
い
う
漢
字
は
会
意
文
字
で
あ
り
、
神
を
意
味

す
る
「
示
」
と
家
屋
を
意
味
す
る
「
宀
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本

義
は
「
み
た
ま
や
」「
祖
廟
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
宗
」
は
ま
つ

り
の
主
体
と
い
う
意
味
を
持
ち
、「
主
」
や
「
む
ね
」
の
意
味
で
用

い
ら
れ
る
。「
宗
」
が
「
た
っ
と
い
」
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、「
宗
」
が
「
尊
」
と
語
頭
の
子
音
を
同
じ
く

す
る
双
声
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
信
仰
の
対
象
で
あ

る
祖
廟
を
語
源
と
す
る
こ
と
に
も
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う11

。
と
も
か

く
、
中
国
に
お
い
て
「
宗
」
は
早
く
か
ら
「
主
」
や
「
尊
」
と
通
ず

る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
中
国
仏
教
史
上
に
お
い
て
「
宗
」
の
概
念
そ
の
も
の

に
言
及
す
る
も
の
は
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
個
別
の
経
典
の
「
宗
」

に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
中
国
仏
教
典
籍
中
で
「
宗
」
に
「
主
」

や
「
尊
」
の
意
味
が
あ
る
と
明
示
す
る
文
献
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
唐

代
中
期
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
天
台
六
祖
荊
渓
湛
然
（
七

一
一
―
七
八
二
）
の
『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
が
嚆
矢
で
あ
る
。
同
書
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う
に
あ
る
。

問
立
心
爲
宗
、
以
何
爲
趣
。
答
以
信
行
得
果
爲
趣
。
是
以
先
立

大
宗
、
後
爲
歸
趣
。
故
云
、
語
之
所
尚
曰
宗
、
宗
之
所
歸
曰
趣
。

遂
得
斷
深
疑
起
圓
信
生
正
解
、
成
眞
修
圓
滿
菩
提
究
竟
常
果
。

又
唯
識
性
具
攝
教
理
行
果
四
法
。
心
能
詮
者
教
也
、
心
所
詮
者

理
也
、
心
能
成
者
行
也
、
心
所
成
者
果
也
。
法
藏
法
師
依
華
嚴

經
立
因
果
縁
起
理
、
實
法
界
以
爲
宗
趣
。《
中
略
》
是
謂
華
嚴

無
盡
宗
趣
。
以
華
嚴
之
實
教
總
攝
群
經
、
標
無
盡
之
圓
宗
能
該

萬
法
。
可
謂
周
遍
無
礙
自
在
融
通
。
方
顯
我
心
、
能
成
宗
鏡11

。

　

延
寿
は
「
宗
＝
心
」
と
す
る
場
合
、
一
体
何
が
目
指
す
と
こ
ろ

（
趣
）
と
な
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
設
け
、
信
・
行
・
得
果
の
三

つ
こ
そ
が
趣
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
信
・
行
・

得
果
を
内
包
す
る
「
宗
」
を
立
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
後
の
帰
趣
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
蔵
や
宗
密
の
「
宗
」
に
つ
い
て
の

見
解
を
も
と
導
か
れ
た
理
論
で
あ
り
、
続
け
て
引
用
さ
れ
る
法
蔵
の

宗
趣
説
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。『
華
厳
経
』
の
「
宗
」
は
無

碍
融
通
に
し
て
万
法
を
該
摂
す
る
法
界
で
あ
る
と
す
る
法
蔵
の
説
示

を
引
用
し
た
上
で
、
延
寿
は
そ
の
法
界
そ
の
も
の
で
あ
る
心
を
顕
か

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
く
「
宗
鏡
」
を
成
ず
る
と
述
べ
て
い
る11

。

つ
ま
り
、
延
寿
の
説
く
「
宗
＝
心
」
は
、
行
者
が
向
か
う
べ
き
行

よ
う
に
あ
る
。

或
言
宗
者
尊
也
。
以
心
爲
宗
。
故
云
、
天
上
天
下
唯
我
獨
尊11

。

　

延
寿
は
「
宗
」
と
は
尊
の
義
で
あ
り
、「
心
」
を
「
宗
」
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、「
宗
」
に
尊
の
意
味
が
あ
る
こ
と
の
経
証
を
釈
尊

の
誕
生
偈11

に
も
と
め
て
い
る
。
詳
細
な
説
明
は
さ
れ
な
い
も
の
の
、

延
寿
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、「
宗
」
に
誕
生
偈
に
示
さ
れ
る
よ
う
な

独
尊
の
義
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
統
摂
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
『
宗
鏡
録
』
に
は
次
の
よ
う

に
あ
る
。

又
心
者
統
攝
諸
法
一
切
最
勝
。
無
一
法
而
不
攝
。
王
者
統
御
四

海
八
表
朝
宗
。
無
一
民
而
不
臣11

。

　

す
で
に
「
心
」
を
「
宗
」
と
し
て
い
る
延
寿
は
、
澄
観
の
『
華
厳

経
疏
演
義
鈔
』
の
言
葉
を
用
い
て
、
心
こ
そ
が
諸
法
す
べ
て
を
統
摂

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
最
勝
で
あ
り
、
一
つ
と
し
て
心
か
ら
も
れ
る

事
物
（
法
）
は
な
い
と
述
べ
て
い
る11

。
こ
れ
は
「
宗
」
に
つ
い
て
の

直
接
的
な
説
明
で
は
な
い
も
の
の
、「
宗
」
そ
の
も
の
で
あ
る
心
の

属
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、

「
宗
＝
心
」
は
、
諸
法
一
切
を
統
摂
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
最
勝
な

の
で
あ
る
と
し
、「
宗
」
に
統
摂
の
義
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

最
後
に
、
帰
趣
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
『
宗
鏡
録
』
に
は
次
の
よ
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『
観
経
新
疏
』
の
「
宗
」
解
釈
に
お
い
て
構
築
し
た
説
示
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
宗
」
を
主
の
義
で
あ
る
と
す
る
元
照
の
説
を
、
補
完

す
る
た
め
の
論
理
が
「
宗
」
の
三
義
説
な
の
で
あ
る
。「
宗
」
の
三

義
説
は
『
観
経
新
疏
』
注
釈
に
登
場
す
る
こ
と
で
、
以
後
日
本
の
浄

土
教
者
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
戒
度
の
説
く
「
宗
」
の
三
義
説
が
、

元
照
の
い
う
「
宗
」
の
主
の
義
を
説
明
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
、
元

照
の
説
く
観
仏
を
前
提
と
し
て
お
り
、
当
然
、
善
導
の
説
く
本
願
念

仏
を
想
定
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

後
代
に
「
宗
」
の
三
義
説
を
浄
土
宗
的
内
容
に
展
開
す
る
良
忠
や
聖

冏
等
の
説
示
を
み
て
い
く
際
に
、
気
を
つ
け
て
考
察
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
紙
数
の
都
合
上
、「
宗
」
の
三
義

説
の
淵
源
に
つ
い
て
論
述
す
る
に
留
め
、
良
忠
と
聖
冏
に
お
け
る

「
宗
」
の
三
義
説
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
今
後
別
稿
に
て
取
り
あ
げ

た
い
。

１　

山
崎
弁
榮
上
人
『
人
生
の
帰
趣
』（
一
九
二
三
年
、
光
明
修
養

会
）、
渡
邊
海
旭
上
人
「
仏
教
の
国
家
観
」（『
壺
月
全
集
』
下

巻
四
一
頁
）、「
現
代
布
教
の
中
心
点
」（『
壺
月
全
集
』
下
巻
一

二
一
頁
）
等
に
み
ら
れ
る
。

（
顕
我
心
）・
果
（
成
宗
鏡
）
を
備
え
て
い
る
帰
趣
そ
の
も
の
で
も
あ

り
、
こ
こ
に
「
宗
」
の
帰
趣
の
義
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戒
度
の
「
宗
」
の
三
義
説
の
原
形
と
考
え
ら
れ

る
説
示
が
、
延
寿
『
宗
鏡
録
』
の
な
か
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
他
、「
宗
」
の
三
義
説
に
使
用
さ
れ
る
譬
喩
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

『
宗
鏡
録
』
の
な
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る11

。
こ
れ
ら
の
こ
と

を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
戒
度
が
延
寿
『
宗
鏡
録
』
の
説
示
を
も
と
に

「
宗
」
の
三
義
説
を
構
築
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、「
宗
」
の
三
義

説
の
淵
源
は
延
寿
『
宗
鏡
録
』
に
も
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
戒
度

は
、
延
寿
が
心
を
「
宗
」
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
用
い
て
い
る

独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
の
語
を
、
元
照
が
『
観
経
』
の
「
宗
」
を
主
と

す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
転
用
し
、
さ
ら
に
『
宗
鏡
録
』
所
載
の

譬
喩
を
用
い
て
「
宗
」
の
三
義
説
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
ま
と
め

　

当
小
論
で
は
、
近
代
の
み
な
ら
ず
現
代
も
浄
土
宗
布
教
師
の
間
で

用
い
ら
れ
て
い
る
独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
と
い
う
「
宗
」
の
三
義
説
の

内
容
と
提
唱
者
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
説
示
の
淵

源
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。「
宗
」
の
三
義
説
は
、
宋
代
に
活
躍

し
た
延
寿
の
『
宗
鏡
録
』
の
「
宗
」
解
釈
を
も
と
に
、
戒
度
が
元
照
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８　
『
仏
祖
統
紀
』
往
生
高
僧
伝
中
に
「
極
楽
戒
度
律
師
」
と
い
う

人
物
の
伝
記
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
伝
記
中
に
元
照
著

作
の
注
釈
を
行
っ
た
こ
と
な
ど
に
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
た

め
、
拙
菴
戒
度
の
伝
記
で
は
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
、
戒
度
の
行
業
に
つ
い
て
は
『
扶
新
論
』（『
卍
続
蔵
』

七
四
所
収
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
記
事
以
外
、
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。

９　
『
浄
全
』
五
巻
四
四
四
頁
下
。

10　
『
観
経
新
疏
』（『
浄
全
』
五
巻
三
五
五
頁
下
、『
大
正
蔵
』
三
七

巻
二
八
〇
頁
ｂ
）
に
は
、「
初
定
經
旨
。
宗
是
主
義
。
一
經
之

主
義
須
辨
示
」
と
あ
る
。

11　
『
正
観
記
』
の
「
星
必
拱
北
」
は
、『
論
語
』
為
政
の
「
子
曰
、

爲
政
以
德
。
譬
如
北
辰
居
其
所
而
衆
星
共
之
」
を
典
拠
と
し
た

言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。
加
地
伸
行
氏
『
論
語
』（
二
〇
〇
四
年
、

講
談
社
）
三
四
頁
に
は
「
天
空
の
中
心
で
あ
る
北
辰
に
対
し
て
、

衆
星
が
取
り
巻
き
回
転
す
る
さ
ま
は
「
共
に
し
尊
ぶ
」
状
態
で

あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
拱
」
は
、
こ
ま
ね

く
、
と
り
ま
く
の
他
、
両
手
を
こ
ま
ね
い
て
礼
を
示
す
意
も
あ

る
。

12　

元
照
は
『
観
経
新
疏
』（『
浄
全
』
五
巻
三
五
五
頁
下
、『
大
正

２　
『
浄
全
』
五
巻
、『
卍
続
蔵
』
二
二
巻
所
収
。

３　

道
因
『
輔
正
解
』
そ
の
も
の
は
現
存
し
な
い
が
、
戒
度
『
扶
新

論
』
に
よ
っ
て
二
四
項
目
に
わ
た
り
引
用
さ
れ
て
い
る
内
容
か

ら
、
そ
の
内
容
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　
『
卍
続
蔵
』
七
四
巻
所
収
。

５　

日
置
孝
彦
氏
「
宋
代
戒
律
史
上
に
あ
ら
わ
れ
た
元
照
の
浄
土

教
」（『
金
沢
文
庫
研
究
紀
要
』
第
一
三
号
、
一
九
七
六
年
）
に

は
、『
釈
門
正
統
』
と
『
仏
祖
統
紀
』
の
記
述
を
も
と
に
、
道

因
が
『
輔
正
解
』
を
も
っ
て
元
照
説
を
批
判
し
た
の
が
宣
和
年

中
（
一
一
一
九
―
一
一
二
五
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し

て
戒
度
が
『
扶
新
論
』
を
著
わ
し
た
の
は
淳
煕
五
年
（
一
一
七

八
）
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

６　
『
卍
続
蔵
』
七
四
巻
所
収
。

７　
『
浄
全
』
五
巻
、『
卍
続
蔵
』
二
二
巻
所
収
。
こ
の
『
聞
持
記
』

一
巻
は
、
淳
煕
年
間
（
一
一
七
四
―
一
一
八
九
）
に
戒
度
が
病

没
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
よ
り
二
〇
年
以
上
後
の
嘉
定
一
〇
年

（
一
二
一
七
）
に
同
じ
く
元
照
の
律
学
の
門
流
に
属
す
る
法
久

に
よ
っ
て
補
筆
さ
れ
て
い
る
。
高
雄
義
堅
氏
『
宋
代
仏
教
史
の

研
究
』（
一
九
七
五
年
、
百
華
苑
）
一
三
四
頁
所
載
の
元
照
門

流
の
系
譜
図
参
照
。
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孝
氏
に
よ
る
と
、
法
蔵
の
い
う
「
宗
趣
」
と
は
、
本
来
実
践
の

書
で
あ
る
経
典
の
思
想
的
本
質
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
中
国
華
厳
思
想
史
』（
一
九
九
二
年
、
平
楽
寺
書
店
）
六
四
頁

参
照
。
こ
の
よ
う
に
法
蔵
も
「
宗
」
に
「
尊
」「
主
」
の
義
を

挙
げ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
元
照
『
四
分
律
行
事
鈔
資
持
記
』

（『
大
正
蔵
』
四
〇
巻
一
八
一
頁
ｃ
）
に
は
「
宗
是
尊
義
主
義
。

萬
行
之
中
戒
爲
尊
主
所
以
」
と
あ
り
、
本
文
に
挙
げ
た
湛
然
と

同
じ
く
「
宗
」
に
「
尊
」「
主
」
の
義
を
用
い
て
い
る
。

16　
『
卍
続
蔵
』
五
巻
二
四
四
頁
ｃ
。

17　

註
15
参
照
。

18　
『
大
正
蔵
』
四
八
巻
四
一
七
頁
ｃ
。

19　
『
長
阿
含
経
』
な
ど
諸
経
典
に
は
「
天
上
天
下
唯
我
爲
尊
」
と

あ
る
も
の
の
、
延
寿
は
イ
ン
ド
で
玄
奘
が
伝
聞
し
た
『
大
唐
西

域
記
』
所
載
の
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
い
う
誕
生
偈
を
採

用
し
て
い
る
。

20　
『
大
正
蔵
』
四
八
巻
四
三
二
ａ
。

21　

澄
観
『
華
厳
経
疏
演
義
鈔
』（『
大
正
蔵
』
三
六
巻
五
九
九
ｂ
）

に
は
、「
心
者
統
攝
諸
法
一
切
最
勝
故
。
王
者
統
御
四
海
爲
最

勝
故
」
と
あ
る
。

22　
『
大
正
蔵
』
四
八
巻
四
四
八
頁
ｂ
。

蔵
』
三
七
巻
二
八
〇
頁
ｂ
）
に
お
い
て
天
台
『
観
経
疏
』・
慧

遠
『
観
経
義
疏
』・
善
導
『
観
経
疏
』
の
経
宗
に
関
す
る
説
示

を
引
用
し
て
会
通
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
元
照
は
「
此
經
以

觀
佛
三
昧
爲
宗
。
此
則
通
就
能
所
而
立
也
。
觀
雖
十
六
依
正
不

同
而
主
在
觀
佛
。
即
下
經
云
、
於
見
身
中
得
念
佛
三
昧
。
念
即

是
觀
」
と
述
べ
、
観
仏
三
昧
を
「
宗
」
と
し
、
観
仏
三
昧
と
念

仏
三
昧
を
同
義
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

13　

諸
橋
『
大
漢
和
辞
典
』
三
巻
九
五
四
頁
参
照
。

14　
『
大
正
蔵
』
四
四
巻
、
一
四
四
頁
ａ
。

15　

天
台
智
顗
『
法
華
玄
義
』（『
大
正
蔵
』
三
三
巻
六
八
三
頁
ａ
）

に
は
「
宗
者
要
也
」
と
あ
り
、
一
経
の
「
要
」
と
す
る
も

「
尊
」「
主
」
と
は
し
て
い
な
い
。
明
曠
『
天
台
菩
薩
戒
疏
』

（『
大
正
蔵
』
四
〇
巻
五
八
一
頁
ａ
）
は
、『
法
華
玄
義
』
の
説

示
を
受
け
て
「
所
言
宗
者
要
也
、
趣
也
。
從
始
至
末
依
體
護
持

趣
期
圓
果
名
爲
宗
也
」
と
し
て
お
り
、
や
は
り
「
尊
」「
主
」

の
義
は
取
り
あ
げ
て
い
な
い
。
こ
の
他
、
華
厳
三
祖
法
蔵
『
般

若
波
羅
蜜
多
心
経
略
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
三
巻
五
五
二
頁
ｂ
）

に
は
「
第
三
宗
趣
者
、
語
之
所
表
曰
宗
、
宗
之
所
歸
曰
趣
」
と

あ
り
、
経
典
の
語
の
表
す
と
こ
ろ
を
「
宗
」
と
し
、
そ
の

「
宗
」
の
帰
向
す
る
と
こ
ろ
を
「
趣
」
と
し
て
い
る
。
木
村
清
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23　
『
宗
鏡
録
』（『
大
正
蔵
』
四
八
巻
五
五
四
頁
ｂ
）
に
「
則
知
一

心
法
界
法
界
一
心
」
と
あ
る
と
お
り
、
延
寿
に
お
け
る
「
法

界
」
は
「
一
心
」
で
あ
り
、
著
作
中
に
お
い
て
「
一
心
法
界
」

と
熟
語
化
さ
れ
て
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
延
寿
の
い
う

「
宗
鏡
」
の
「
宗
」
と
は
一
心
で
あ
り
、「
鏡
」
と
は
そ
の
一
心

が
万
法
を
照
ら
し
だ
す
こ
と
の
譬
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
宗

鏡
」
と
は
一
心
と
万
法
の
関
係
性
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は

そ
こ
に
悟
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
田
剛

氏
「
永
明
延
寿
の
華
厳
思
想
と
そ
の
影
響
」（
二
〇
〇
五
年
、

『
禅
学
研
究
』
特
別
号
所
収
）
参
照
。

24　
『
宗
鏡
録
』
に
は
「
宗
」
の
三
義
説
で
用
い
ら
れ
る
譬
喩
の
ほ

と
ん
ど
が
あ
る
。
国
王
の
譬
え
（『
大
正
蔵
』
四
八
巻
九
三
六

頁
ｂ
）、
衣
の
え
り
・
網
の
綱
の
譬
え
（『
大
正
蔵
』
四
八
巻
六

八
三
頁
ａ
）、
北
斗
星
の
譬
え
（『
大
正
蔵
』
四
八
巻
八
七
一
頁

ａ
）。
こ
の
他
、
延
寿
の
説
く
統
摂
の
義
に
使
用
さ
れ
る
「
朝

宗
」
と
言
う
語
は
、「
宗
」
の
三
義
説
で
用
い
ら
れ
る
「
水
必

朝
東
」
と
い
う
譬
喩
と
同
義
で
あ
る
。
延
寿
『
宗
鏡
録
』
は
後

世
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
著
作
で
あ
り
、
元
照
も
戒
度
も
延

寿
の
『
宗
鏡
録
』
に
深
く
通
じ
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
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説
上
人
（
一
七
一
四
～
一
七
五
九
）
が
最
初
で
あ
る
。

　
『
続
山
家
学
則（
１
）』

に
よ
る
と
、

読
経
に
て
木
魚
を
鳴
ら
す
こ
と
、
甚
だ
宜
し
か
ら
ぬ
風
儀
な
り
。

（
中
略
）
木
魚
を
叩
き
経
を
誦
し
念
佛
す
る
こ
と
は
、
浄
土
宗

不
退
和
尚
よ
り
始
ま
り
て
大
い
に
法
論
に
な
り
し
こ
と
あ
り
。

そ
れ
ゆ
え
浄
土
宗
に
て
も
華
頂
山
、
禅
宗
の
五
山
妙
心
寺
大
徳

寺
な
ど
に
は
決
し
て
木
魚
を
用
い
ず
。

と
あ
り
、
圓
説
上
人
は
日
本
仏
教
の
殆
ど
か
ら
異
端
と
さ
れ
数
々
の

批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
木
魚
念
仏
が
浄
土
宗
内
に
認

知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
明
治
期
前
後（
２
）に

な
る
ま
で
待
つ
こ
と

と
な
る
。

は
じ
め
に

　

現
在
浄
土
宗
に
お
い
て
、
誦
経
や
念
佛
を
修
す
る
際
木
魚
を
用
い

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
江
戸
期
に
お
い
て
、
誦
経
や

念
佛
に
木
魚
を
用
い
る
こ
と
は
異
風
の
作
法
で
あ
っ
た
。

　

元
々
木
魚
は
字
の
如
く
木
製
の
魚
の
形
を
し
た
法
器
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
を
木
槌
で
叩
い
て
寺
院
内
で
大
衆
を
集
め
る
合
図
と
し
、

食
事
や
起
床
の
時
に
用
い
て
い
た
。
時
代
の
経
過
と
共
に
魚
形
（
一

首　

鯉
型
・
鯱
型
）
か
ら
円
形
（
一
首　

魚
型
・
二
首　

龍
型
）
に

小
型
化
・
変
形
し
て
い
く
中
、
承
応
年
中
（
一
六
五
二
～
一
六
五

五
）
に
黄
檗
宗
隠
元
禅
師
が
東
来
さ
れ
、
万
福
寺
に
て
誦
経
の
際
木

魚
を
使
い
拍
子
を
つ
け
て
鳴
ら
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。

　

木
魚
に
よ
る
念
佛
の
歴
史
は
江
戸
中
期
の
浄
土
宗
の
僧
、
不
退
圓

木
魚
念
佛
不
退
圓
説
上
人
研
究
（
1
）

─
不
退
上
人
像
と
そ
の
胎
内
文
書
に
つ
い
て
─

伊　

藤　

正　

芳
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（
洛
西
七
本
松
）
正
覚
寺
に
移
り
云
々
と
な
る
。

　
『
続
日
本
高
僧
傳
』
か
ら
圓
説
の
往
生
伝
を
補
足
説
明
す
る
と
、

　

圓
説
は
資
性
篤
実
で
あ
り
、
八
歳
（
一
七
二
一
）
の
時
に
父

を
喪
い
母
に
請
う
て
妙
楽
寺
単
譽
の
下
に
出
家
し
た
。（
中
略
）

十
八
歳
の
時
、
自
身
を
顧
み
て
「
出
家
は
亡
き
父
の
追
福
と
自

身
の
解
脱
の
為
で
あ
る
。
今
空
し
く
月
日
を
過
ご
し
た
な
ら
ば
、

再
び
生
死
の
海
に
流
転
す
る
で
あ
ろ
う
。
徒
に
方
便
を
守
り
、

解
脱
と
い
う
目
的
を
忘
れ
て
い
る
。」
と
し
て
宗
戒
相
承
の
後

諸
国
を
遍
歴
す
る
。

　

享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
郷
里
に
戻
り
妙
楽
寺
に
て
説
法

を
行
い
、
武
士
庶
民
群
集
し
て
法
雨
に
浴
し
た
。
そ
の
後
京
都

七
本
松
正
覚
寺
の
住
職
と
な
り
、
吉
水
正
流
を
宣
布
し
邪
命
説

法
を
弾
斥
し
て
い
っ
た
。
又
三
時
礼
懺
を
行
い
、
日
課
称
名
六

万
遍
の
修
行
を
十
余
年
間
休
ま
ず
行
っ
た
。

　

寛
延
二
年
か
ら
は
鳥
羽
法
傳
寺
の
住
職
と
な
る
。
圓
説
の
説

法
は
ま
す
ま
す
広
ま
り
、
四
部
の
弟
子
は
慕
効
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
宝
暦
年
中
に
な
る
と
六
群
輩
よ
り
妨
難（
４
）が

起
こ
り
、
法

戦
と
な
っ
た
が
、
魔
属
は
退
散
し
、
圓
説
の
説
法
は
ま
す
ま
す

盛
ん
に
な
り
、
僧
俗
皆
欽
伏
し
た
。
圓
説
は
平
生
に
お
い
て
衣

服
や
房
舎
を
飾
ら
ず
、
粗
食
を
自
戒
と
し
て
守
っ
て
い
た
。

一
、
不
退
圓
説
上
人

　
『
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
て
圓
説
（
以
下
尊
称
を
略
し
、
文
中
は
圓

説
に
統
一
す
る
）
は
、

え
ん
せ
つ
【
円
説
】
一
六
九
六
―
一
七
五
九
（
元
禄
九
―
宝
暦

九
）。
江
戸
中
期
の
人
。
号
は
鈍
性
ま
た
は
不
退
。
近
江
栗
太

郡
（
滋
賀
県
）
の
人
。
八
歳
の
と
き
に
父
に
死
別
、
妙
楽
寺
単

誉
の
門
に
入
っ
て
出
家
。
一
五
歳
の
と
き
芝
増
上
寺
で
性
相
の

学
を
究
め
、
宗
戒
両
脈
相
承
の
後
、
諸
国
を
遍
歴
し
た
。
一
七

三
五
年
（
享
保
二
〇
）
郷
里
に
帰
り
、
の
ち
京
都
正
覚
寺
に
移

り
、
一
〇
年
の
間
三
時
礼
誦
、
日
課
六
万
の
修
行
に
は
げ
ん
だ
。

四
九
年
（
寛
延
二
）
山
城
鳥
羽
法
伝
寺
に
住
ん
で
日
課
念
仏
を

授
け
た
者
一
万
五
千
人
に
お
よ
ぶ
。
浄
土
宗
で
木
魚
を
用
い
た

最
初
の
人
と
い
う
。（
八
・
一
寂
）

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　

幾
つ
か
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
『
続
日
本
高
僧
傳
』「
城
州
法
傳

寺
沙
門
圓
説
傳（
３
）」

等
を
参
考
に
訂
正
す
る
。
ま
ず
生
没
年
月
日
は

「
一
七
一
四
～
一
七
五
九
（
正
徳
四
～
宝
暦
九
）」「（
八
・
三
寂
）」

の
誤
り
で
あ
る
。「
字
は
鈍
性
、
別
号
は
不
退
」、
一
五
歳
の
と
き
に

は
三
縁
山
増
上
寺
に
「
掛
錫
」
し
、
性
相
を
「
研
究
」
す
る
。
京
都
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宝
暦
九
年
秋
七
月
頃
に
病
に
か
か
り
、
自
ら
の
死
期
を
悟
り
、

一
心
に
念
佛
を
修
す
。
同
年
八
月
一
日
後
時
を
弟
子
に
託
し
、

八
月
三
日
の
夜
九
時
頃
頭
北
面
西
に
臥
せ
、
僧
伽
梨
を
頂
戴
し
、

励
聲
念
佛
を
百
遍
行
っ
た
。
そ
の
時
虚
空
を
指
し
示
し
、「
南

無
極
楽
世
界
阿
弥
陀
佛
。
南
無
観
世
音
菩
薩
。
蓮
台
蓮
台
。
南

無
勢
至
菩
薩
。
善
哉
善
哉
」
と
合
掌
高
聲
し
、
唱
え
終
わ
り
て

寂
し
た
。
壽
四
十
六
、
法
臘
三
十
五
。
隣
邑
の
人
が
、
紫
雲
が

屋
上
を
覆
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
圓
説
の
臨
終
を
知
っ
た
と
い

う
。

　

こ
れ
に
よ
り
圓
説
は
浄
土
律
・
一
向
専
修
念
佛
主
義
の
人
と
い
う

こ
と
が
判
る
。
圓
説
は
所
謂
捨
世
派
の
僧（
５
）で

あ
り
、
法
傳
寺
流
念
佛
（
６
）

の
祖
な
の
で
あ
る
。
以
上
が
圓
説
の
略
歴
で
あ
る
。

　

今
回
、
圓
説
が
住
職
を
し
て
い
た
京
都
法
傳
寺
よ
り
不
退
上
人
像

が
発
見
さ
れ
、
修
復
の
際
胎
内
文
書
も
併
せ
て
発
見
さ
れ
た
。
明
治

四
年
に
当
時
の
宗
金
寺
住
職
説
譽
隆
音
が
、『
不
退
上
人
一
件
記
』

三
巻
を
法
傳
寺
に
寄
贈
し
た
際
、
併
せ
て
上
人
像
も
所
縁
の
あ
る
法

傳
寺
に
託
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
尚
、
宗
金
寺
と
は
大
阪
天
満

に
て
圓
説
が
復
興
し
、
京
都
警
策
の
後
移
り
住
し
た
寺
で
あ
る
。

二
、
不
退
上
人
像

　

圓
説
像
（
資
料
Ⅰ
・
Ⅱ
）
は
木
造　

桧
材　

寄
木
造　

胡
粉
下
地

彩
色
仕
上
げ
で
、
像
高
30
・
８
㎝
の
坐
像
で
あ
る
。
顔
は
正
面
を
向

き
、
目
に
は
玉
眼
を
嵌
入
し
て
あ
る
。
口
は
閉
じ
、
直
綴
と
袈
裟
を

着
け
、
両
手
に
て
念
珠
を
爪
繰
る
姿
を
表
現
し
て
い
る
。

　

台
座
も
同
じ
く
桧
材　

寄
木
造　

胡
粉
下
地
彩
色
仕
上
げ
で
礼
盤

座
の
上
に
畳
を
置
く
形
と
な
っ
て
い
る
。

　

像
底
は
布
張
り
と
し
、
朱
漆
で
「
宗
金
寺
開
山
不
退
上
人
像
」
と

あ
る
。

　

頭
部
は
（
資
料
Ⅲ
）
首
下
で
躰
幹
部
か
ら
離
し
て
差
し
首
に
な
っ

て
お
り
、
そ
こ
か
ら
文
書
が
発
見
さ
れ
た
（
資
料
Ⅳ
）。
頭
部
は
一

切
接
着
の
跡
が
無
く
、
何
時
如
何
な
る
時
に
も
胎
内
の
文
書
を
取
り

出
せ
る
様
に
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

三
、
胎
内
文
書

Ⅰ
、
不
退
上
人
像
縁
起
（
資
料
Ⅴ
）

　

縦
28
㎝
×
横
39
・
９
㎝　

楮　

未
晒
し
紙　

横
に
二
つ
折
に
し
、

折
目
を
下
に
書
か
れ
て
お
り
、
所
謂
折
紙
の
書
式
に
な
っ
て
い
る
。

包
み
紙
は
か
な
り
損
傷
が
激
し
い
為
、
今
は
詳
細
を
省
く
。
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資料Ⅲ

資料Ⅳ

資料Ⅰ資料Ⅱ
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攝
州
大
阪
北
□
佛
光
山
宗
金

寺
初
祖

光
蓮
社
觸
譽
上
人
鈍
性
圓
説

不
退
大
和
尚

師
諱
圓
説
自
號
鈍
性
不
退
光

蓮
社
觸
譽
者
蓮
門
傳
法

嘉
号
也
姓
横
井
氏
□
□
□
□

郡
下
笠
村
人
年
甫
八
歳
喪
父

慨
然
發
心
自
乞
出
家
母
氏
感

其
志
許
投
州
之
南
笠
村
妙
楽

寺
單
譽
上
人
雉
染
志
學
而
藉

江
戸
増
上
寺
解
行
功
成
稟
承
宗

戒
両
脈
遂
一
擧
萬
里
遊
化
諸

國
日
課
念
佛
六
万
遍
孜
々
不
怠

護
持
禁
戒
操
履
惟
慎
初
住
洛

西
正
覺
寺
後
移
鳥
羽
法
傳
寺
又

創
建
伏
見
光
月
菴
大
阪
宗
金
寺

弘
化
以
為
己
任
吉
水
餘
波
大
溢
都

鄙
一
且
坐
力
辟
邪
被
警
跡
于
山

資料Ⅴ
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書
き
下
し
文

　

尚
、
穴
空
き
の
部
分
は
『
近
世
念
佛
往
生
傳
』
に
て
補
足
す

る
。

攝
州
大
阪
北
野
佛
光
山
宗
金
寺
初
祖

光
蓮
社
觸
譽
上
人
鈍
性
圓
説
不
退
大
和
尚

師
の
諱
は
圓
説
な
り
。
自
ら
鈍
性
不
退
と
号
す
。
光
蓮
社

觸
譽
は
蓮
門
傳
法
の
嘉
号
な
り
。

姓
は
横
井
氏
江
州
栗
本
郡
下
笠
村
の
人
な
り
。
年
甫
八
歳

に
し
て
父
を
喪
い
慨
然
と
し
て
発
心
し
自
ら
出
家
を
乞
う
。

母
も
氏
の
そ
の
志
に
感
じ
許
す
。
江
州
の
南
笠
村
妙
楽
寺

単
譽
上
人
に
投
じ
て
薙
染
す
。
志
学
に
し
て
江
戸
増
上
寺

に
藉
り
、
解
行
功
成
す
。
宗
戒
両
脈
を
稟
承
し
、
遂
に
一

挙
万
里
し
、
諸
国
を
遊
化
す
。
日
課
念
佛
六
万
遍
孜
々
と

し
て
怠
ら
ず
。
禁
戒
を
護
持
し
操
履
惟
慎
し
む
。
初
め
洛

西
正
覚
寺
に
住
し
、
後
に
鳥
羽
法
傳
寺
に
移
る
。
又
伏
見

光
月
庵
大
阪
宗
金
寺
を
創
建
し
弘
化
す
。
思
え
ら
く
吉
水

の
余
波
大
い
に
都
鄙
に
溢
れ
ん
こ
と
己
が
任
と
せ
り
。
一

且
辟
邪
の
力
に
坐
し
、
山
州
是
に
警
跡
を
被
る
や
。
厭
欣

益
々
深
く
宗
金
寺
に
閑
居
す
。
猶
以
て
弘
濟
の
道
を
虚
去

州
於
是
乎
猒
欣
益
深
閑
居
宗

金
寺
猶
以
弘
濟
之
道
不
可
虚

於
其
行
暇
講
訓
唱
導
寶
暦
九

年
己
夘
八
月
三
日
遘
病
吉
祥　

而

寂
閲
世
四
十
六
法
壽
三
十
五
其
在
世

現
驗
臨
末
祥
瑞
載
在
別
記

師
滅
既
歴
五
十
有
六
年
唯
留
畫

真
而
未
有
木
像
之
可
傳
千
歳
者

予
深
慨
歎
之
因
命
工
就
画
彫
木

訂
其
似
不
似
于
有
親
度
之
弟
子

在
募
縁
有
信
以
造
此
像
冀
佛
光

破
蒙
永
鎮
我
山
云
爾

　

文
化
十
一
年
甲
戌
秋
八
月

　

見
住
宗
金
寺
五
世
賢
蓮
社

　

皆
譽
徳
阿
頑
愚　

佛
山
謹
識

斡
旋　

洛
陽
見
性
寺
佛
譽
慈
心

　
　
　
　
　

専
念
寺
順
阿
隆
圓
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の
研
究
に
努
め
た
学
僧
で
あ
る
。

　

隆
圓
の
著
書
は
極
め
て
多
い
が
、『
近
世
念
佛
往
生
傳（
８
）』

二
編
巻

之
四
に
て
圓
説
を
「
大
阪
天
満
宗
金
寺
圓
説
和
尚
」
と
し
て
紹
介
し

て
い
る
。
胎
内
文
書
の
「
現
驗
臨
末
祥
瑞
載
在
別
記
」
は
こ
れ
を
指

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
編
巻
之
四
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
文
化
五
年
九

月
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
六
年
後
に
隆
圓
ら
の
斡
旋
に
て
上
人
像
が
造

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
『
近
世
念
佛
往
生
傳
』
で
隆
圓
は
「
師
の
行
履
、
今
猶
人
口
に
の

こ
る
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
事
実
を
記
せ
る
も
の
な
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に

其
門
人
の
伝
ふ
る
と
こ
ろ
を
う
つ
し
て
、
こ
ゝ
に
あ
ぐ
。」
と
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
『
近
世
念
佛
往
生
傳
』
は
圓
説
の
生
涯
を
書
い
た
最

初
の
文
献
で
あ
り
、
極
め
て
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

い
え
る
。

　
『
近
世
念
佛
往
生
傳
』
の
圓
説
伝
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
て
詳

細
に
述
べ
た
い
と
思
う
。
今
回
は
『
近
世
念
佛
往
生
傳
』『
続
日
本

高
僧
傳
』
に
見
ら
れ
な
い
記
述
を
中
心
に
述
べ
て
い
く
も
の
と
す
る
。

「
姓
横
井
氏
」

「
師
滅
既
歴
五
十
有
六
年
唯
留
畫

真
而
未
有
木
像
之
可
傳
千
歳
者

予
深
慨
歎
之
因
命
工
就
画
彫
木

す
べ
か
ら
ず
。
其
の
行
の
暇
に
唱
導
を
講
訓
す
。
寶
暦
九

年
己
卯
八
月
三
日
病
に
遭
い
吉
祥
し
て
寂
す
。

閲
世
四
十
六
法
壽
三
十
五
、
其
の
在
世
現
験
臨
末
祥
瑞
の

載
、
別
記
に
在
り
。
師
滅
し
て
既
に
五
十
有
六
年
を
歴
る
。

唯
画
真
を
留
む
る
に
し
て
未
だ
木
像
有
ら
ず
。
之
を
千
歳

に
伝
え
る
べ
く
、
予
深
く
慨
歎
の
因
、
工
に
命
じ
画
に
就

き
て
木
を
彫
り
其
の
似
不
似
を
訂
す
。
親
度
の
弟
子
有
り

て
、
有
信
の
募
縁
在
り
。
以
て
此
の
像
を
造
る
。
冀
く
は

佛
光
蒙
を
破
り
、
永
く
我
山
を
鎮
め
ん
と
云
爾
。

　

文
化
十
一
年
甲
戌
秋
八
月

　
　
　
　
　

現
住
宗
金
寺
五
世
賢
蓮
社

　
　
　
　
　

皆
譽
徳
阿
頑
愚　

佛
山
謹
識

　
　
　
　

斡
旋　

洛
陽
見
性
寺
佛
譽
慈
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
念
寺
順
阿
隆
圓

　

見
性
寺（
７
）の

佛
譽
慈
心
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
隆
圓
の
蓮

友
同
志
と
推
測
さ
れ
る
。

　

専
念
寺
順
阿
隆
圓
（
一
七
五
九
―
一
八
三
四
）
は
知
恩
院
で
九
年

間
六
役
を
勤
め
、
終
生
を
往
生
伝
や
往
生
論
の
編
集
と
刊
行
、
伝
書
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訂
其
似
不
似
于
有
親
度
之
弟
子

在
募
縁
有
信
以
造
此
像
冀
佛
光

破
蒙
永
鎮
我
山
云
爾
」

　

先
の
文
で
は
圓
説
の
姓
が
横
井
氏
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
又
、

『
近
江
栗
太
郡
志（
９
）』

に
は
「
僧
不
退
は
下
笠
村
小
字
寺
内
横
井
七
兵

衛
の
子
な
り
」
と
い
う
記
述
も
あ
る
。

　

藤
堂
恭
俊
氏
の
論
文
「
横
井
金
谷
伝
の
一
研
究
―
特
に
浄
土
宗
侶

と
し
て
の
活
動
を
中
心
と
し
て
―）
（（
（

」
に
て
氏
は
圓
説
と
金
谷
の
関
係

に
つ
い
て
推
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文
中
で
「
円
説
と
金
谷
が
同
じ

下
笠
の
出
身
者
で
あ
り
、
し
か
も
（
当
時
宗
金
寺
の
住
持
を
し
て
い

た
）
円
応
は
金
谷
の
生
母
の
弟
」
と
あ
る
。
圓
説
の
姓
が
横
井
氏
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
氏
の
考
察
を
更
に
一
歩
踏
み
込
み
横
井
金
谷

と
の
縁
威
関
係
の
可
能
性
を
高
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

次
の
一
文
は
圓
説
滅
後
五
十
六
年
の
間
に
先
ず
絵
像
が
造
ら
れ
、

そ
の
絵
像
を
基
に
し
て
今
回
発
見
さ
れ
た
木
像
が
造
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
が
判
る
。
今
後
絵
像
の
発
見
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

Ⅱ
、
上
人
遺
墨
彌
陀
名
號
十
幅
（
資
料
Ⅵ
・
Ⅶ
）

　

こ
れ
は
圓
説
真
筆
の
弥
陀
名
号
で
あ
る
。
雁
皮　

未
晒
し
紙
、
薄

様
。
横
３
・
８
㎝
×
縦
14
㎝
で
、
十
幅
全
て
が
丁
寧
に
書
写
さ
れ
て

資料Ⅵ資料Ⅶ
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圓
説
の
名
号
の
「
南
」
の
字
の
「

」
の
部
分
は
「
申
」
の
様
な

独
特
の
書
体
で
あ
り
、
他
に
あ
ま
り
類
を
見
な
い
。『
浄
土
高
僧
名

号
手
鑑
』『
浄
土
列
祖
遺
芳
集
』『
南
無
阿
弥
陀
佛
の
書
』
で
圓
説
の

名
号
と
諸
師
の
名
号
を
比
較
し
て
み
る
と
、
捨
世
派
の
向
譽
関
通
の

名
号
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
ま
た
名
号
全
体
の
雰

囲
気
は
顕
譽
祐
天
・
香
譽
祐
海
に
似
て
い
る
。

　

関
通
の
名
号
か
ら
諸
師
の
名
号
の
特
徴
を
比
較
す
る
と
、「
南
」

は
無
能
上
人
、「
無
阿
弥
陀
佛
」
は
圓
説
に
似
て
い
る
こ
と
が
窺
え

る
。

　

ま
た
圓
説
の
「
無
」
の
字
の
如
く
、
横
に
長
く
彎
曲
す
る
様
は
徳

本
や
徳
住
の
名
号
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

　
『
近
世
念
佛
往
生
傳
）
（（
（

』
圓
説
伝
に
て
圓
説
と
関
通
の
関
係
を
示
唆

す
る
記
述
が
あ
る
。
今
は
こ
の
文
を
挙
げ
て
小
括
と
す
る
。

「（
前
略
）
仏
告
て
今
よ
り
二
十
年
の
ゝ
ち
一
向
専
修
念
仏
を
弘

通
す
る
二
人
の
僧
あ
ら
ん
、
そ
の
時
を
ま
つ
べ
し
と
、
の
た
ま

ふ
と
て
、
弟
子
等
に
か
た
り
て
、
汝
等
報
名
あ
ら
ば
、
そ
の
人

に
値
遇
す
べ
し
と
ま
う
さ
れ
き
、
そ
の
ゝ
ち
二
十
年
ば
か
り
に

て
、
師
の
念
仏
弘
通
し
た
ま
ふ
に
あ
へ
り
と
て
、
師
資
の
芳
契

を
ぞ
結
ば
れ
る
、
お
も
ふ
に
二
人
の
導
師
と
は
、
そ
の
一
人
は

い
る
。

　

包
み
紙
は
楮　

未
晒
し
紙　

縦
26
・
８
㎝
×
横
20
・
９
㎝
、
縦
に

五
つ
折
に
さ
れ
、
天
地
は
６
㎝
程
で
折
ら
れ
て
お
り
、「
上
人
遺
墨

彌
陀
名
號
十
幅
」
の
題
字
が
あ
る
。

　

名
号
は
大
別
し
て
総
・
本
山
の
高
僧
の
も
の
と
捨
世
派
の
も
の
に

分
け
ら
れ
る
が
、
圓
説
の
名
号
は
捨
世
派
の
特
徴
が
顕
著
で
あ
る
。

一
種
独
特
な
雰
囲
気
と
神
秘
性
を
持
つ
、
素
晴
ら
し
い
名
号
と
い
え

よ
う
。「
不
退
（
花
押
）」
の
署
名
の
位
置
は
中
央
に
配
さ
れ
、
僧
名

で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
江
戸
中
期
以
降
の
捨
世
派
の
名
号
の
特

徴
の
一
つ
で
も
あ
る）
（（
（

。

　

ま
た
、
法
傳
寺
所
蔵
の
圓
説
の
名
号
の
掛
軸
（
資
料
Ⅷ
）
と
比
較

し
て
も
同
一
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
に
依
り
掛
軸

の
名
号
も
真
筆
と
い
え
よ
う
。

資料Ⅷ
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記
録
の
中
に
は
「
木
魚
開
山　

圓
説
」「
木
魚
本
山　

圓
説
」

の
記
述
も
見
ら
れ
る
。

（
７
）　�

見
性
寺
に
関
し
て
は
『
京
都
浄
土
宗
寺
院
文
書
』
二
六
五
頁

参
照
。

（
８
）　

大
橋
俊
雄
編
『
専
念
寺
隆
圓
上
人
集
』
一
七
九
頁

（
９
）　
『
近
江
栗
太
郡
志
』
巻
三　

五
九
六
頁

　
　
　

�

こ
れ
に
は
、「
僧
不
退
は
下
笠
村
小
字
寺
内
横
井
七
兵
衛
の

子
な
り
、
天
和
三
年
生
る
初
め
南
笠
の
明マ
マ

楽
時
に
て
剃
髪
し

佛
典
を
修
し
後
ち
大
津
の
華
階
寺
に
座
し
又
去
て
京
都
六
波

羅
の
西
福
寺
に
住
す
、
概
然
と
し
て
曰
く
僧
た
る
者
豈
古
寺

を
守
る
に
已
む
べ
け
ん
や
と
去
て
鳥
羽
の
小
庵
に
寓
し
風
雨

を
別
た
ず
寒
暑
を
論
ぜ
ず
遠
近
巡
杖
し
て
法
を
説
き
兼
て
托

鉢
し
其
の
布
施
を
蓄
積
し
て
一
千
数
百
金
を
得
た
り
、
即
ち

一
寺
を
建
て
願
望
を
達
し
た
り
、
鳥
羽
の
法
林マ
マ
寺
是
な
り
、

時
人
大
に
尊
敬
し
不
退
上
人
と
呼
ぶ
、
寺
邉
の
街
道
を
今
に

不
退
道
と
い
ふ
浄
土
宗
に
木
魚
を
打
ち
て
念
佛
す
る
は
不
退

の
建
言
に
よ
り
て
始
ま
れ
り
と
い
ふ
。
寶
暦
九
年
八
月
三
日

大
坂
に
客
死
す
年
七
十
七
光
蓮
社
觸
譽
不
退
上
人
と
謚
す
。」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
栗
太
郡
志
』
の
内
容
に
は
他
に
は

無
い
初
見
の
文
面
も
多
数
見
受
け
ら
れ
る
が
、
典
拠
が
不
明

関
通
和
尚
な
ら
ん
歟
、
そ
れ
同
時
の
人
な
れ
ば
な
り
」

【
註
】

（
１
）　�『
続
山
家
学
則
』〈『
続
台
宗
学
則
』〉（『
近
世
仏
教
集
説
』
四

五
頁
）

（
２
）　�『
蓮
門
六
時
勤
行
式
』
安
政
四
年
（
一
八
五
八
）
に
「
誦
經　

木
魚
或
ハ
割
笏
」「
念
佛　

鉦
鼓
或
ハ
木
魚　

一
千
遍
」
と

あ
る
。

（
３
）　�『
続
日
本
高
僧
傳
』
巻
一
〇　
（『
大
日
本
佛
教
全
書
』
一
〇

四　

三
二
〇
頁
）

（
４
）　�

こ
の
法
難
の
こ
と
を
『
不
退
上
人
一
件
記
』
で
は
「
伏
見
騒

動
」
と
称
し
て
い
る
。
ま
た
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
の
伏

見
奉
行
の
横
暴
を
幕
府
に
直
訴
し
た
伏
見
義
民
の
一
件
も

「
伏
見
騒
動
」
と
称
す
る
の
で
、
江
戸
時
代
に
は
二
つ
の

「
伏
見
騒
動
」
が
存
在
す
る
。

（
５
）　�『
徳
本
行
者
全
集
』
第
六
巻
研
究
篇　

六
八
頁

　
　
　

三
田
全
信
著
『
浄
土
宗
史
の
新
研
究
』
二
二
八
頁
参
照

（
６
）　�『
不
退
上
人
一
件
記
』
に
お
い
て
「
法
傳
寺
流
之
念
佛
」「
法

傳
寺
講
」
の
語
句
が
見
ら
れ
る
。
圓
説
の
念
佛
講
は
法
傳
寺

講
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
余
談
だ
が
法
傳
寺
歴
代
上
人
の
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で
あ
り
、
他
の
圓
説
伝
と
の
相
違
が
著
し
い
為
、
信
憑
性
に

関
し
て
は
疑
問
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
10
）　�『
日
本
宗
教
社
会
史
論
叢
』
五
六
四
頁
～
五
六
五
頁

（
11
）　�

八
木
宣
諦
『
南
無
阿
弥
陀
佛
の
書
』
二
五
頁
「
五
、
捨
世
派

の
名
号
」
参
照

（
12
）　
『
専
念
寺
隆
圓
上
人
集
』
一
八
二
～
一
八
三
頁
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②
仏
教
と
医
療
を
考
え
る
全
国
連
絡
協
議
会
『
現
代
日
本
の
仏
教
と

医
療　

い
の
ち
と
日
本
人
』
一
九
九
三
年
八
月

③
医
療
と
宗
教
に
関
す
る
専
門
委
員
会
『
医
療
と
宗
教
』
本
願
寺
教

学
シ
リ
ー
ズ
４
、
一
九
八
六
年
十
月

④
岩
波
講
座
宗
教
と
科
学
７
『
死
の
科
学
と
宗
教
』
一
九
九
三
年
二

月
、
岩
波
書
店

⑤
神
居
文
彰
・
田
宮
仁
・
長
谷
川
匡
俊
・
藤
腹
明
子
『
臨
終
行
儀
日

本
的
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
原
点
』
一
九
九
三
年
十
二
月
、
北
辰
社

⑥
池
口
恵
観
『
仏
教
と
医
療
』
一
九
九
二
年
十
月
、
東
方
出
版

⑦
林
田
康
順
『
宗
教
と
医
療
の
接
点　

付
、
日
本
人
の
宗
教
心
と
法

然
浄
土
教
』
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
十
九
、
一
九
九
七
年

三
月
、『
宗
教
と
医
療
の
接
点
を
求
め
て
』
印
度
学
佛
教
学
研
究
第

四
十
六
巻
第
二
号
、
一
九
九
八
年
三
月

⑧
国
際
宗
教
研
究
所
『
現
代
宗
教
２
０
０
３　

宗
教
・
い
の
ち
・
医

一
　
先
行
事
例
の
研
究

　

医
療
と
宗
教
、
医
療
と
仏
教
に
関
し
て
論
述
さ
れ
た
文
献
は
、
一

九
八
○
年
代
後
半
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
一
九
九
〇

年
代
前
半
に
多
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
医
療
と
宗
教
を
考

え
る
会
」
の
影
響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
次
に
医
療
と
宗
教
関
連

の
文
献
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
二
〇
〇
三
年
以
降
で
あ
り
、

こ
の
十
年
間
は
日
本
の
経
済
活
動
ば
か
り
で
は
な
く
、
医
療
と
宗
教

の
関
連
研
究
に
つ
い
て
も
失
わ
れ
た
十
年
と
な
っ
て
い
る
。
先
行
事

例
研
究
と
し
て
対
象
と
し
た
の
は
以
下
の
文
献
で
あ
る
。
各
論
文
の

概
要
紹
介
は
省
略
す
る
。

①
医
療
と
宗
教
を
考
え
る
会
『
医
療
と
宗
教　

生
命
・
こ
こ
ろ
・
文

化
』
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
１
、
一
九
八
八
年
十
月
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２
、

一
九
九
〇
年
一
月

医
療
技
術
の
進
展
と
浄
土
教

今　

岡　

達　

雄
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の
話
、
あ
る
い
は
古
代
イ
ン
ド
の
ア
ー
ユ
ル
ベ
ー
ダ
を
採
り
上
げ
当

時
の
医
療
知
識
が
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
近
代
医
学
は
二
千
年
以
上
前
の
釈
迦
当
時
の
医
療
と
は

異
な
り
、
近
代
科
学
の
方
法
論
に
基
づ
い
て
病
気
の
機
序
の
科
学
的

検
証
を
経
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
経
験
主
義

的
な
方
法
論
よ
り
も
、
原
因
と
結
果
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
分
析
的
方
法
論
に
よ
っ
て
病
状
と
原
因
の
関
係
を
明
ら
か

に
し
、
物
理
的
あ
る
い
は
生
化
学
的
に
原
因
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ

っ
て
症
状
を
緩
和
す
る
の
が
近
代
医
学
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
臨
床

に
適
用
す
る
の
が
近
代
医
療
で
あ
る
。
こ
の
方
法
論
は
精
度
の
高
い

も
の
で
あ
り
、
充
分
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
近
代
医
療

を
も
っ
て
し
て
も
対
応
の
困
難
な
難
病
も
多
く
存
在
す
る
し
、
治
療

の
方
法
が
尽
き
た
場
合
の
医
療
現
場
に
お
け
る
対
応
方
法
な
ど
に
も

課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
近
代
医
学
や
医
療
の
価
値
を
損

な
う
も
の
で
は
な
い
。
検
討
す
べ
き
は
、
近
代
医
療
を
越
え
た
問
題

に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
認
識
の
も
と
に
、
生
老
病
死
の
苦
悩
か
ら
の
救
済
と
い
う
同
じ

目
標
を
持
つ
仏
教
は
一
体
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ

う
。

療
』
二
〇
〇
三
年
三
月

⑨
中
西
直
樹
『
仏
教
と
医
療
・
福
祉
の
近
代
史
』
二
〇
〇
四
年
五
月
、

法
蔵
館

⑩
杉
田
暉
道
・
藤
原
壽
則
共
著
『
今
な
ぜ
仏
教
医
学
か
』
二
〇
〇
四

年
六
月
、
思
文
閣
出
版

⑪
大
下
大
圓
『
癒
し
癒
さ
れ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
』
二
〇
〇
五

年
三
月
、
医
学
書
院

⑫
池
口
恵
観
『「
医
の
こ
こ
ろ
」
と
仏
教
』
二
〇
〇
六
年
九
月
、
同

文
舘
出
版

⑬
影
山
教
俊
『
仏
教
の
身
体
技
法
』
二
〇
〇
七
年
二
月
、
国
書
刊
行

会⑭
藤
腹
明
子
『
仏
教
看
護
論
』
二
〇
〇
七
年
十
一
月
、
三
輪
書
店

二
　
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る
言
説
の
整
理
と
反
証

（
一
）
仏
教
と
医
療
は
同
根
で
あ
る
と
の
言
説

　

先
行
研
究
で
は
、
仏
教
と
医
療
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ

と
と
し
て
、
仏
教
も
医
療
も
生
老
病
死
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
苦
痛
・

苦
悩
へ
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
同
一
の
目
標
に
向
か
い
方
法

論
的
に
も
共
通
す
る
も
の
が
有
る
と
い
う
言
説
が
多
く
見
ら
れ
る
。

ブ
ッ
ダ
の
医
学
と
し
て
王
舎
城
の
医
師
ジ
ー
バ
カ
（
耆
婆
）
の
治
療
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あ
る
こ
と
が
、
そ
の
効
果
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
効

果
が
も
た
ら
さ
れ
る
機
序
は
不
明
確
で
あ
り
そ
の
信
頼
性
に
つ
い
て

は
疑
問
符
を
付
け
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
、
仏
教
の
修
法
に
基
づ
く

代
替
治
療
に
つ
い
て
は
、
そ
の
機
序
や
効
果
の
科
学
的
検
証
が
進
展

す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

（
三
）
近
代
医
療
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
問
題
へ
の
対
応

　

近
代
医
療
が
得
意
と
す
る
領
域
は
、
病
因
の
解
析
が
進
ん
で
治
療

法
が
見
つ
か
っ
て
い
る
領
域
で
あ
る
。
例
え
ば
、
病
状
は
良
く
わ
か

っ
て
い
る
が
病
因
の
解
析
が
進
ん
で
い
な
い
領
域
に
つ
い
て
は
、
経

験
的
療
法
あ
る
い
は
副
次
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
病
状
へ
の
対
処
療
法

で
し
か
対
応
で
き
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
治
療
法
を
も
っ
て
し
て
も
症
状

の
改
善
が
望
め
な
い
場
合
に
は
、
治
療
の
対
象
で
な
く
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
生
物
は
い
つ
か
生
命
の
終
わ
り
を
迎
え
る

訳
で
あ
り
、
先
端
的
医
療
技
術
の
進
展
は
死
亡
原
因
と
成
る
疾
病
の

治
療
回
復
を
可
能
に
す
る
が
、
結
局
ど
ん
な
時
代
に
な
っ
て
も
治
ら

な
い
病
気
で
最
後
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
は
近
代
医
療
が
抱
え
る
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
は
、
い

つ
の
時
代
に
も
私
た
ち
が
抱
え
て
い
た
問
題
で
あ
る
。
臨
終
行
儀
と

呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、
終
末
期
医
療
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
、
緩
和

（
二
）
代
替
医
療
と
し
て
の
可
能
性

　

近
代
医
療
が
対
応
で
き
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な
中
国
医

学
・
イ
ン
ド
医
学
・
イ
ス
ラ
ム
医
学
、
伝
統
的
に
行
わ
れ
て
き
た
民

間
療
法
、
医
食
同
源
と
し
て
食
べ
物
に
注
目
す
る
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ

ッ
ク
の
よ
う
な
食
事
療
法
な
ど
様
々
な
療
法
が
溢
れ
て
い
る
。
ま
た
、

気
功
・
ヨ
ー
ガ
・
整
体
な
ど
の
身
体
技
法
に
よ
る
効
果
も
喧
伝
さ
れ

て
い
る
。
仏
教
の
修
行
法
の
一
つ
に
身
体
技
法
が
あ
り
、
仏
教
研
究

者
に
よ
っ
て
そ
の
生
理
学
的
効
果
の
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

加
持
祈
祷
に
よ
る
病
気
の
平
癒
に
つ
い
て
も
医
師
の
資
格
を
持
っ
た

宗
教
者
か
ら
研
究
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
近

代
医
療
が
対
応
で
き
な
い
問
題
に
つ
い
て
気
功
・
ヨ
ー
ガ
・
整
体
な

ど
の
身
体
技
法
や
加
持
祈
祷
に
よ
る
病
気
の
平
癒
が
代
替
医
療
と
し

て
大
き
な
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
伝
統
医
学
、
民
間
療
法
、
食
事
療
法
、
身
体
技
法
、

加
持
祈
祷
な
ど
に
よ
る
代
替
医
療
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
な

検
証
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
大
き
な
問
題
点
で
あ
る
。
代
替
治

療
は
、
そ
れ
ぞ
れ
科
学
的
に
見
え
る
デ
ー
タ
を
提
示
し
て
い
る
が
、

そ
の
多
く
が
本
来
の
科
学
的
手
続
き
を
経
て
検
証
が
行
わ
れ
た
も
の

で
は
な
い
。
中
に
は
科
学
的
手
続
き
を
経
て
報
告
さ
れ
た
も
の
も
あ

ろ
う
が
、
他
の
大
多
数
は
非
科
学
的
で
あ
る
。
確
か
に
非
科
学
的
で
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問
題
。
ま
た
、
遺
伝
子
診
断
や
遺
伝
子
治
療
な
ど
生
き
て
い
る
生
命

に
つ
い
て
も
ど
の
範
囲
ま
で
人
為
的
操
作
が
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
か

と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
加
え
て
、
近
代
医
療
に

よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
さ
れ
る
延
命
や
長
寿
が
、
人
々
を
生
老
病
死

に
よ
る
苦
痛
や
苦
悩
か
ら
救
済
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
か
と
い
っ

た
根
本
的
な
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
は
新
し
い
倫

理
原
則
を
定
め
て
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
宗

教
的
な
生
命
観
・
身
体
観
・
生
活
観
な
ど
を
明
確
に
主
張
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

（
五
）
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
可
能
性

　

前
述
し
た
終
末
期
の
ケ
ア
と
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
の
憲
章
前
文

に
お
け
る
「
健
康
」
の
定
義
の
改
正
案
に
お
い
て
、
従
来
の
「
身
体

的
、
心
理
的
、
社
会
的
に
良
い
状
態
に
あ
る
こ
と
」
に
加
え
て
、

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
に
」
と
い
う
言
葉
が
付
加
さ
れ
た
。
こ
の
話
は

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
可
能
性
を
主
張
す
る
場
合
に
は
必
ず
採
り

上
げ
ら
れ
る
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
現
状
で
は
健
康
の
定
義
に
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
を
付
け
加
え
る
決
議
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
健
康
の
定

義
は
従
来
の
ま
ま
で
あ
る
。
な
お
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
に
お
け
る
ス
ピ
リ
チ
ュ

ケ
ア
、
看
取
り
へ
と
、
使
う
言
葉
は
変
わ
っ
て
も
昔
か
ら
人
類
が
抱

え
る
一
大
関
心
事
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
面
で
仏
教
は
大
き
な
実
績
を
有
し
て
い
る
が
、
近
代
医
療
と
の
共

同
作
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
医
療
の
現
場
で
何
を
な
し
え
る
か

に
つ
い
て
仏
教
の
側
で
明
ら
か
に
し
提
案
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に

な
ろ
う
。
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
は
そ
の
一
つ
の
方
向
で
あ
る
、
そ
の
活
動

が
狭
い
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
原
因
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
う
。

（
四
）
近
代
医
療
が
も
た
ら
し
た
生
命
倫
理
の
諸
問
題

　

近
代
医
療
が
も
た
ら
し
た
も
う
一
つ
大
き
な
問
題
が
生
命
倫
理
の

諸
問
題
で
あ
る
。
脳
死
・
臓
器
移
植
、
生
殖
補
助
医
療
、
Ｅ
Ｓ
細
胞

を
利
用
し
た
再
生
医
療
な
ど
の
先
端
的
医
療
は
、
人
類
が
初
め
て
経

験
す
る
医
療
技
術
で
あ
り
倫
理
的
な
問
題
も
内
包
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
利
用
に
関
連
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
漠
然
と
考
え
ら

れ
て
き
た
生
命
の
始
ま
る
時
期
の
厳
密
な
定
義
が
必
要
で
あ
り
、
臓

器
移
植
に
対
応
し
て
生
命
が
終
わ
る
と
き
に
関
し
て
も
厳
密
な
定
義

が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
生
命
の
始
ま
る

前
や
終
わ
っ
た
後
な
ら
ば
人
為
的
に
利
用
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い

う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
も
の
か
と
い
う
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い
る
。
岸
本
教
授
は
宗
教
学
者
と
し
て
の
信
念
か
ら
、
全
て
の
宗
教

を
相
対
的
・
客
観
的
に
研
究
す
る
た
め
一
切
の
宗
教
に
入
信
し
な
か

っ
た
。
そ
の
岸
本
教
授
が
末
期
ガ
ン
に
な
っ
た
と
き
の
発
言
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。「
他
界
・
来
世
の
信
仰
は
、

世
界
中
の
諸
宗
教
に
広
が
っ
て
い
る
。
岸
本
も
羨
ん
だ
よ
う
に
、
信

じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
、
死
を
恐
怖
の
対
象
か
ら
む
し
ろ

期
待
の
対
象
へ
と
変
貌
さ
せ
る
力
を
も
つ
。
け
れ
ど
も
、
科
学
的
世

界
観
と
は
両
立
し
え
な
い
も
の
と
し
て
、
岸
本
は
こ
れ
を
拒
否
し
た

の
で
あ
っ
た
。」

こ
こ
に
は
他
界
・
来
世
の
信
仰
の
重
要
性
と
、
現
代
社
会
の
基
に
な

る
科
学
的
世
界
観
と
両
立
し
得
な
い
と
い
う
宗
教
学
者
と
し
て
の
結

論
が
示
さ
れ
て
い
る
。

三
　
医
療
に
対
す
る
浄
土
教
的
対
応

（
一
）
近
代
医
学
の
功
罪

　

医
療
技
術
は
古
来
か
ら
「
生
老
病
死
に
よ
る
苦
悩
」
と
い
う
人
類

が
抱
え
る
根
本
問
題
に
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
て
き
た
。
と
く
に
、

二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
近
代
医
学
や
そ
の
源
と
な
る
科
学
技
術
的
方

法
論
は
、
そ
れ
ま
で
の
経
験
的
知
識
の
集
成
か
ら
実
証
的
方
法
論
と

し
て
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
き
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
幼
児
死
亡

ア
ル
の
定
義
は
「
一
、
人
生
の
意
味
・
目
的
・
成
就
を
見
出
す
欲
求
。

二
、
生
き
る
希
望
ま
た
は
意
欲
の
欲
求
。
三
、
自
己
・
他
者
・
神
へ

の
信
念
と
信
仰
の
欲
求
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
現
在
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ブ
ー
ム
と
さ
れ
て
お
り
、
精
神

世
界
と
か
癒
し
系
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
ヒ
ー
ラ
ー
と
か
チ
ャ
ネ
ラ

ー
と
呼
ば
れ
る
人
達
が
跋
扈
し
、
各
地
で
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
マ
ー
ケ
ッ

ト
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
が
開
催
さ
れ
、
癒
し
グ
ッ
ズ

が
販
売
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
生
ま
れ
変
わ
り
」「
輪
廻
」
と

い
っ
た
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、
宗
教
的
な
も
の
と
の
境
界
さ
え
曖

昧
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
と
い
う
言
葉
の
使

い
方
に
は
充
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
仏
教
者
と
し
て
終

末
期
に
与
え
る
こ
と
の
出
来
る
ケ
ア
の
内
容
が
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
定
義
し

て
い
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
な
ら
ば
、
例
え
ば
「
仏
教
的
ケ

ア
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
そ
の
内
容
は
「
生
き
る
こ
と
の
意
味
、

死
ぬ
こ
と
の
意
味
を
示
し
、
宗
教
的
信
念
に
基
づ
い
て
行
う
ケ
ア
」

と
い
う
よ
う
な
定
義
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
六
）
他
界
・
来
世
の
信
仰
の
重
要
性

　

宗
教
学
者
脇
本
平
也
は
恩
師
岸
本
英
夫
の
死
に
つ
い
て
分
析
し
て
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得
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
京
都
大
学
の
カ
ー
ル
・
ベ

ッ
カ
ー
は
臨
死
体
験
や
往
生
伝
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
科
学
的
世
界

観
と
両
立
し
得
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
に
我
々

が
行
う
べ
き
事
は
、
檀
信
徒
に
対
し
て
、
生
き
て
い
る
者
と
死
せ
る

者
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
者
の
日
々
の
交
流
に
つ
い
て
語
る
こ
と

で
あ
る
。

率
は
大
幅
に
低
下
し
、
不
治
の
病
は
治
療
可
能
に
な
り
、
結
果
と
し

て
平
均
寿
命
が
大
き
く
伸
び
た
。
こ
の
よ
う
な
近
代
医
学
の
成
果
は

評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
近
代
医
学
を
も
っ
て
し
て
も
対
応
で

き
な
い
状
況
が
存
在
し
、
医
療
現
場
に
お
け
る
終
末
期
医
療
や
看
取

り
は
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
近
代
医
学
は
生
命
倫
理
の

問
題
を
内
包
し
て
お
り
、
医
学
だ
け
で
は
解
決
出
来
な
い
問
題
を
抱

え
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

（
二
）
浄
土
教
と
し
て
の
対
応

　

終
末
期
ケ
ア
や
生
命
倫
理
の
問
題
に
対
し
て
は
、
浄
土
教
と
し
て

の
対
応
が
可
能
と
考
え
る
。
と
く
に
終
末
期
の
ケ
ア
に
、
生
き
る
こ

と
の
意
味
、
死
ぬ
こ
と
の
意
味
を
指
し
示
す
こ
と
に
大
き
な
意
義
が

あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
学
者
岸
本
英
夫
が
つ
ぶ
や
い
た
よ
う
に
、
他

界
・
来
世
の
信
仰
は
死
を
恐
怖
の
対
象
か
ら
む
し
ろ
期
待
の
対
象
へ

と
変
貌
さ
せ
る
力
を
も
つ
か
ら
で
あ
り
、
浄
土
教
は
こ
の
点
で
大
き

な
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
課
題
は
、
そ
の
信

仰
が
現
代
社
会
の
基
に
な
る
科
学
的
世
界
観
と
両
立
し
得
な
い
と
の

評
価
で
あ
る
。
こ
の
評
価
は
林
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
間
違
っ
た
宗

教
教
育
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
前
に
我
々
が
両
立
し
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【「
仏
教
福
祉
」
の
語
源
と
そ
れ
に
関
わ
る
問
題
点
】

　
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
幾
人
か
の
先
学
に
よ
っ
て
釈
尊
在
世
の

当
時
よ
り
「
福
祉
（
精
神
）」
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
点
で
あ
る

（
一
例
に
、
福
原
亮
厳
・
杉
本
一
義
『
仏
教
福
祉
学
』
三
十
五
頁
。

一
九
六
七
）。

　
た
だ
、
多
く
は
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
判
然
と
し
な
い
。

　
ま
た
「
福
祉
」
の
原
語
が
み
ら
れ
る
と
す
る
場
合
も
、『
仏
教
社

会
福
祉
辞
典
』（
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
編
、
二
〇
〇
六
。）
等
に

み
ら
れ
る
特
に
精
査
せ
ず
仏
典
上
の
「hita

（
利
益
）」
等
の
語
を

「
福
祉
」
と
言
い
換
え
る
事
例
が
殆
ど
と
言
っ
て
よ
い
。（
経
典
等
の

一
部
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
福
祉
思
想
の
源
流
と
し
て
「
仏
教
福
祉
」

と
呼
称
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
述
語
と
連
関
し
な
い
の
で
触
れ
な

い
。）

【
は
じ
め
に
】

　「
仏
教
福
祉
」
と
は
何
を
示
す
の
か
？

　
現
在
も
そ
の
疑
点
は
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
更
に
混
迷
を
続
け
て
い

る
と
考
え
る
。

　
結
果
、「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
言
葉
は
使
用
す
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
指
摘
は
全
く
正
し
い
。

　
し
か
し
、
言
葉
が
恣
意
的
に
機
能
し
な
い
以
上
こ
の
述
語
の
使
用

を
一
切
禁
止
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
せ
め
て
述
語
（
一
般
用
語
）

な
り
術
語
（
専
門
用
語
）
と
し
て
規
定
す
る
た
め
の
一
助
と
し
て
、

過
去
の
使
用
例
を
概
観
し
整
理
・
分
類
は
で
き
な
い
か
と
考
え
た
の

が
本
稿
の
動
機
で
あ
る
。
今
回
は
「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
言
葉
は
何

時
作
ら
れ
、
何
時
か
ら
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
ま
た
そ

の
使
用
に
伴
っ
て
生
じ
た
問
題
点
も
考
え
た
い
。

「
仏
教
福
祉
」
述
語
整
理
上
の
問
題
点
①

上
　
田

　
千

　
年
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え
て
い
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
（
結
果
、「
仏
教
福
祉
」

の
語
義
を
混
乱
さ
せ
て
い
く
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の

事
例
・
経
緯
は
増
論
を
避
け
る
た
め
別
の
機
会
と
し
た
い
）。

　
た
め
に
、
任
意
に
仏
教
用
語
を
わ
ざ
わ
ざ
「（
仏
教
）
福
祉
」
と

呼
称
し
て
い
る
た
め
、
明
確
な
語
義
概
念
を
示
す
こ
と
が
で
き
ず
混

乱
を
生
じ
て
、
述
語
整
理
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
。

　
当
然
だ
が
、
釈
尊
在
世
の
時
点
に
「（
仏
教
）
福
祉
」
と
い
う
語

は
な
い
の
で
所
謂
「
仏
教
福
祉
思
想
」
の
原
点
と
す
る
こ
と
が
あ
っ

て
も
「（
仏
教
）
福
祉
」
の
語
源
に
は
な
ら
な
い
（
筆
者
に
は
「
仏

教
福
祉
思
想
」
と
い
う
語
義
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
の
で
、
あ
え
て

所
謂
と
付
け
る
。
理
解
で
き
な
い
理
由
は
「
仏
教
―
福
祉
―
思
想
」

と
い
う
合
成
語
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
多
く
の
差
異
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
本
稿
よ
り
逸
脱
す
る
の
で
止
め
る
）。

　
で
は
一
体
ど
の
時
点
か
ら
「
仏
教
福
祉
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
る
の
か
？

　
現
在
、
研
究
者
の
多
く
は
明
治
以
降
の
「
仏
教
社
会
事
業
」
に
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
仏
教
社
会
事
業
」
＝
「
仏
教
（
社

会
）
福
祉
」
と
し
、
思
想
的
な
源
流
が
こ
こ
に
あ
る
と
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
（
事
例
省
略
。『
仏
教
社
会
福
祉
辞
典
』
等
を
参
照
。
ま

た
、
そ
の
多
く
は
「
仏
教
福
祉
」
と
「
仏
教
社
会
福
祉
」
は
同
義
と

　
更
に
、
何
故
そ
の
語
が
「
福
祉
」
に
該
当
す
る
の
か
引
用
文
献
を

示
さ
な
い
論
述
が
多
く
確
認
は
困
難
で
あ
る
。

　
ま
た
、
漢
訳
仏
典
中
に
「
福
祉
」
の
語
義
を
示
す
箇
所
は
見
あ
た

ら
な
い
。SA

T
検
索
に
よ
る
と
『
大
正
蔵
』
所
収
の
仏
典
に
「
福

祉
」
と
い
う
述
語
は
七
カ
所
し
か
見
い
だ
せ
ず
、
そ
の
「
福
祉
」
は

「
幸
せ
・
幸
い
」
と
い
っ
た
状
態
を
形
容
す
る
意
味
以
外
に
使
用
さ

れ
て
は
い
な
い
（
事
例
省
略
）。

　
つ
ま
り
、
仏
典
に
あ
る
「
福
祉
」
と
い
う
語
は
、
こ
と
さ
ら
重
要

視
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
「
幸
い
」
を
形
容
す
る
言
葉
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
。
更
に
そ
れ
は
「
天
佑
」
や
「
吉
祥
」
と
い
う
意
味
に
近

く
動
詞
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
（「
利
益
す
る
」
と
い
う

よ
う
な
「
福
祉
す
る
」
と
い
う
表
現
は
な
い
）。
ま
た
「
利
益
」
の

中
に
「
福
祉
（
幸
い
）」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
考
え
ら

れ
る
が
、
福
祉
＝
利
益
と
す
る
仏
典
や
文
献
か
ら
の
典
拠
は
な
い
。

　
た
め
に
、
近
年
に
な
っ
て
新
た
な
語
義
・
概
念
に
変
化
し
た
「
福

祉
」
と
い
う
語
を
、
元
来
、
仏
典
に
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
「
利

益
」
な
ど
仏
教
語
と
同
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
き
た
可

能
性
が
極
め
て
高
い
。

　
従
っ
て
、
仏
典
に
は
な
い
「（
仏
教
）
福
祉
」
と
い
う
語
義
・
概

念
を
後
世
の
人
間
が
仏
教
文
献
に
あ
る
語
に
任
意
に
当
て
は
め
て
考
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る
。
未
だ
不
詳
で
あ
る
の
で
改
め
て
確
認
し
た
い
）。

　
現
在
、
筆
者
は
、
こ
の
明
治
～
戦
前
期
に
お
い
て
も
「
福
祉
」
は

「
幸
せ
」
と
い
う
状
態
を
形
容
す
る
言
葉
で
し
か
な
か
っ
た
と
考
え

て
い
る
。
ま
た
「
仏
教
（
徒
）
の
幸
せ
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
を

「
仏
教
福
祉
」
と
す
る
事
例
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
従
っ
て
、
明
治
～
戦
前
期
に
も
「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
語
は
な
く
、

前
述
の
仏
典
上
の
語
を
置
き
換
え
る
の
と
同
様
、
後
世
の
学
者
が

「
仏
教
（
徒
に
よ
る
）
社
会
事
業
」
と
「
仏
教
（
社
会
）
福
祉
」
を

同
義
と
し
論
述
す
る
際
に
わ
ざ
わ
ざ
置
き
換
え
た
と
考
え
る
。

　
現
状
か
ら
以
上
を
「
仏
教
福
祉
」
の
語
源
・
起
源
と
す
る
の
は
極

め
て
疑
わ
し
い
。

　
ま
た
、
任
意
の
言
葉
の
置
き
換
え
は
、
語
義
・
概
念
の
混
乱
の
み

な
ら
ず
初
学
者
の
誤
解
も
引
き
起
こ
し
て
い
る
（
行
基
を
学
べ
ば

「
仏
教
福
祉
」
が
理
解
で
き
た
と
す
る
よ
う
な
）。

　
さ
て
、「
社
会
事
業
」
が
「
社
会
福
祉
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
学

問
的
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
た
の
は
戦
後
で
あ
ろ
う
が
、「
仏
教
福
祉
」

が
そ
の
中
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。

　
佛
教
大
学
の
社
会
福
祉
学
科
開
設
二
十
周
年
記
念
誌
『
あ
ゆ
み
』

に
は
（
十
～
十
五
頁
、
佛
教
大
学
社
会
福
祉
学
科
開
設
二
十
周
年
記

念
事
業
委
員
会
・
佛
教
大
学
社
会
福
祉
学
科
編
、
一
九
八
三
。）

し
て
い
る
）。

　「
仏
教
社
会
事
業
」
に
関
し
て
、
浄
土
宗
関
係
者
で
は
渡
辺
海
旭
、

椎
尾
弁
匡
、
長
谷
川
良
信
氏
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
著
述
が
あ
る

（
当
時
、
浄
土
宗
を
「
社
会
事
業
宗
」
と
呼
ぶ
風
潮
す
ら
あ
っ
た
）。

　
そ
れ
ら
は
「
仏
教
社
会
事
業
」
を
ど
の
よ
う
に
展
開
す
べ
き
か
と

い
う
点
を
「
仏
教
徒
に
よ
る
社
会
事
業
」
と
し
て
説
く
。
そ
れ
ら
は

大
乗
至
上
で
あ
っ
た
り
通
仏
教
を
重
視
す
る
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
個

人
の
情
念
が
強
く
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
（
一
例
に
『
長
谷
川
良

信
選
集
』
上
・
下
巻
、
一
九
七
三
）。

　
た
だ
し
、
実
際
に
そ
の
幾
つ
か
を
披
見
し
て
み
る
と
「
仏
教
社
会

事
業
」
と
い
う
語
は
随
所
に
使
わ
れ
て
い
る
が
「
仏
教
福
祉
」
と
い

う
語
は
見
あ
た
ら
な
い
。

　
主
要
な
文
献
す
べ
て
披
見
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
明
治
～
戦

前
期
に
は
「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
語
は
使
用
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
因
み
に
昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
の
一
般
的
な
辞
書
『
新
明

解
』
に
は
「
福
祉
」
は
「
幸
い
」
と
し
か
な
い
（
そ
も
そ
も
戦
前
期

に
「
社
会
福
祉
」
と
い
う
語
は
あ
っ
た
の
か
？
二
〇
〇
五
年
の
『
新

明
解
』
第
六
版
に
は
社
会
事
業
が
〔
社
会
福
祉
に
関
す
る
事
業
（
後

略
）〕
と
は
あ
る
。「
社
会
福
祉
」
が
「
社
会
福
祉
事
業
」
の
省
略
と

し
て
言
い
換
え
ら
れ
る
経
緯
は
戦
後
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
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で
あ
る
（
以
下
、
経
緯
の
記
述
が
あ
る
が
省
略
）。

　
ま
だ
満
足
は
で
き
な
い
が
「
佛
教
福
祉
」
と
い
う
語
は
基
本
理
念

や
概
念
が
定
立
せ
ぬ
ま
ま
、
何
や
ら
「
社
会
福
祉
」
的
な
る
も
の
と

し
て
作
り
出
さ
れ
た
用
語
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
佛
教
大
学
は
当

初
の
目
的
通
り
、「
文
学
部
社
会
福
祉
学
科
」、「
社
会
学
部
社
会
福

祉
学
科
」
と
改
称
し
現
在
に
至
る
）。

　
更
に
こ
の
一
九
六
十
～
七
十
年
代
か
ら
突
然
と
い
っ
て
良
い
程

「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
語
が
非
常
に
多
く
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
設
立
も
関
係
し
て
い
る
が
（
そ
の
経

過
に
関
し
て
は
前
出
『
あ
ゆ
み
』、「
社
会
福
祉
学
会
開
催
の
こ
と
」、

二
一
五
～
二
二
三
頁
を
。）、
多
く
の
研
究
論
文
が
挙
げ
ら
れ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
（『
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
年
報
』
既
刊
号
総
目

次
、『
仏
教
社
会
福
祉
関
係
文
献
目
録
』、
佛
教
大
学
佛
教
社
会
事
業

研
究
所
、
一
九
八
六
。
学
会
創
立
20
周
年
記
念
『
仏
教
社
会
福
祉
関

係
文
献
目
録
』、
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
、
一
九
八
七
。
参
照
の

こ
と
）。

　
筆
者
は
こ
こ
に
「
仏
教
福
祉
」
の
語
源
が
あ
る
の
で
は
と
考
え
て

い
る
。

（
前
略
）
佛
教
精
神
を
も
っ
て
社
会
福
祉
事
業
界
に
挺
身
す
る

人
物
を
育
成
し
、
以
て
福
祉
国
家
建
設
の
社
会
的
要
請
に
応
え

る
べ
く
、
社
会
福
祉
学
科
新
設
が
は
か
ら
れ
、
昭
和
三
十
五
年

ご
ろ
よ
り
、
社
会
福
祉
学
科
増
設
の
機
運
が
た
か
ま
り
、
文
部

省
関
係
者
と
談
合
す
る
こ
と
数
回
、
佛
教
学
部
佛
教
学
科
と
い

う
制
約
の
も
と
で
は
、
た
だ
ち
に
社
会
福
祉
学
科
の
増
設
は
困

難
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
、
ひ
と
ま
ず
佛
教
福
祉
学
科
（
太

字
引
用
者
）
増
設
を
目
指
す
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
そ
の
た
め
の

準
備
と
、
あ
わ
せ
て
卒
業
生
に
対
し
、
よ
り
多
く
の
資
格
を
取

得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
講
科
目
の
増
加
充
実
を
は
か

る
こ
と
と
な
っ
た
。（
中
略
）
昭
和
三
十
七
年
三
月
二
十
三
日

付
に
て
佛
教
福
祉
学
科
増
設
は
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（
中

略
）
佛
教
福
祉
学
科
は
、
そ
の
名
も
本
学
に
ふ
さ
わ
し
い
学
科

と
し
て
生
ぶ
声
を
あ
げ
た
が
、
そ
の
根
本
で
あ
る
佛
教
福
祉
学

（
太
字
引
用
者
）
で
あ
る
基
本
理
念
に
つ
い
て
は
問
題
も
少
な

く
な
か
っ
た
。
た
だ
今
後
に
予
想
さ
れ
る
社
会
福
祉
学
科
創
設

の
布
石
と
し
て
の
性
格
が
う
か
が
わ
れ
、
ま
た
そ
の
た
め
の
も

っ
と
も
確
実
な
る
方
法
で
あ
る
に
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
成
功

は
後
の
社
会
福
祉
学
科
新
設
ま
で
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
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氏
の
言
う
「
仏
教
の
現
代
化
」
と
は
、
仏
教
的
思
惟
に
基
礎
を
置
く

近
代
社
会
事
業
の
構
築
と
い
う
の
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
（
孝
橋
正

一
『
社
会
科
学
と
仏
教
』、
一
八
二
～
一
八
三
頁
、
創
元
社
、
一
九

六
八
）。

　
し
か
し
、「
仏
教
福
祉
」
は
こ
の
何
れ
の
性
格
を
継
承
す
る
も
の

か
検
討
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
「
仏
教
社
会
事
業
」
を
「
仏
教

福
祉
」（
或
い
は
「
仏
教
社
会
福
祉
」）
と
置
き
換
え
て
い
る
の
み
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
、「
仏
教
徒
に
よ
る
社
会
（
福
祉
）
事
業
」
と
「
仏
教
的

思
惟
を
基
礎
に
置
く
社
会
（
福
祉
）
事
業
」
を
混
同
し
た
ま
ま
の

「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
語
は
、「
仏
教
社
会
事
業
」
と
い
う
用
語
の
持

つ
概
念
ま
で
壊
乱
さ
せ
る
可
能
性
を
孕
む
。

　「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
語
は
、
六
十
年
代
後
半
、
仏
教
徒
の
焦
燥

か
或
い
は
、
時
勢
な
の
か
は
未
だ
判
然
と
し
な
い
が
「
社
会
福
祉
」

と
の
早
急
な
結
合
を
希
求
し
た
故
に
基
本
理
念
や
概
念
定
立
に
関
し

て
不
十
分
な
ま
ま
作
り
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
各
人
の
「
仏
教
福
祉
」
に
向
け
る
情
念
の
故
か

「
仏
教
福
祉
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
何
故
か
忘
れ
ら
れ
、「
仏
教

【
最
後
に
】

　
以
上
の
点
に
補
足
し
て
述
語
整
理
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
問
題

点
を
挙
げ
る
。

　「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
言
葉
を
概
念
や
用
語
と
し
て
明
確
な
位
置

づ
け
が
な
い
ま
ま
、
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
な
く
各
人
が
任
意
に

「
仏
教
福
祉
」
な
る
も
の
を
設
定
し
続
け
て
い
る
。
結
果
、「
仏
教
福

祉
」
は
述
語
（
一
般
用
語
）
と
し
て
も
混
乱
を
生
じ
、
ま
っ
た
く
透

徹
し
た
論
理
を
持
て
な
い
。

　「
仏
教
社
会
事
業
」
が
「
仏
教
福
祉
」
で
あ
る
と
す
る
の
が
多
く

み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
根
拠
の
「
仏
教
社
会
事
業
」
は
戦
前
期

と
戦
後
期
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。

　
戦
前
期
の
多
く
は
「
仏
教
社
会
事
業
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
よ

り
も
「
仏
教
徒
は
い
か
に
社
会
事
業
を
な
す
べ
き
か
」
と
い
う
目
的

で
述
べ
て
い
る
と
み
て
よ
く
各
人
の
情
念
が
強
く
反
映
し
て
い
る
。

　
戦
後
期
の
そ
れ
は
、
孝
橋
正
一
氏
を
は
じ
め
「
仏
教
の
持
つ
哲
学

的
思
惟
」
に
立
ち
、「
社
会
事
業
」
を
精
査
し
新
た
に
「
仏
教
社
会

事
業
と
は
何
か
」
を
問
い
直
す
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
孝
橋
正
一



─ 308 ─

福
祉
は
ど
の
よ
う
に
な
す
べ
き
か
」
の
み
が
先
行
し
て
き
た
よ
う
に

み
え
る
。

　「
仏
教
」
と
い
う
冠
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
各
々
が
論
理
よ
り

も
情
念
に
重
き
を
置
き
、
任
意
に
設
定
し
続
け
と
く
に
比
較
・
検
討

し
な
か
っ
た
た
め
、
結
果
、
語
義
・
概
念
の
混
乱
を
起
こ
し
、
肝
腎

の
「
福
祉
」
す
ら
も
不
明
瞭
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

　
最
後
に
今
回
、
多
く
の
事
例
を
割
愛
し
た
た
め
、
問
題
点
の
指
摘

が
不
十
分
で
あ
る
の
で
、
次
回
に
は
幾
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
検
討
し

た
い
。
ま
た
今
後
、
そ
れ
ら
事
例
の
分
類
・
整
理
を
試
み
る
こ
と
を

目
指
し
て
本
稿
を
終
え
る
。
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は
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
化
他
五
重
の
基

盤
を
築
い
た
隆
圓
（
一
七
五
九
―
一
八
三
四
）
に
よ
る
著
作
中
に
も

日
課
誓
約
に
関
す
る
記
述
の
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
の３

、

日
課
誓
約
そ
の
も
の
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
日
課
誓
約
の
状
況
・
起
源
を
、
隆
圓
を
中
心
と
し
た
歴
史

的
背
景
に
も
と
づ
き
な
が
ら
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
、
先
行
研
究

　

清
水
秀
浩
氏
は
、
五
重
相
伝
等
に
お
け
る
付
属
儀
式
と
し
て
の
日

課
誓
約
で
は
な
く
、
独
立
し
た
日
課
誓
約
の
儀
式
に
関
す
る
研
究
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
隆
圓
に
よ
る
『
浄
業
信
法
訣４

』『
吉
水
瀉
缾

訣
』
の
中
に
も
日
課
誓
約
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る５

。

　

長
谷
川
匡
俊
氏
は
、
隆
圓
の
生
涯
と
隆
圓
に
よ
る
『
近
世
念
仏
往

は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
法
然
上
人
・
聖
光
上
人
（
以
下
、
上
人
号
を
略
す
）
の

著
作
を
通
し
て
四
修
の
中
、
特
に
無
間
修
の
研
究
を
行
っ
て
き
た
。

そ
し
て
無
間
修
は
具
体
的
に
は
日
課
念
仏
を
勤
め
る
こ
と
に
帰
結
す

る
と
い
う
考
え
に
至
っ
た１

。
日
課
念
仏
を
勤
め
続
け
る
に
は
、
ま
ず

日
々
の
念
仏
数
を
誓
約
し
な
け
れ
ば
始
ま
ら
な
い
。

一
、
研
究
目
的

　

現
在
、
日
課
誓
約２

は
授
戒
会
・
結
婚
式
等
で
も
行
わ
れ
る
が
、
多

く
は
五
重
相
伝
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　

法
会
の
最
後
に
新
た
な
信
心
を
持
っ
て
日
課
誓
約
を
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
以
後
の
念
仏
生
活
を
相
続
す
る
手
だ
て
と
し
て
大
変
意
義
深
い

こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
現
代
に
お
い
て
日
課
誓
約

五
重
相
伝
に
お
け
る
日
課
誓
約
に
つ
い
て
―
隆
圓
上
人
を
中
心
と
し
て
―

大　

田　

珠　

光
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あ
る
。

三
―
二
、
隆
圓
な
ど
の
日
課
念
仏

　

五
重
相
伝
の
規
制
が
緩
和
さ
れ
て
き
た
江
戸
時
代
中
・
後
期
、
日

課
念
仏
を
勧
め
る
書
物
が
い
く
つ
も
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く

る
。
表
―
一
参
照
。

表
―
一　

日
課
念
仏
に
関
す
る
書
物

　

日
課
誓
約
の
儀
式
が
無
能
・
関
通
ら
に
よ
っ
て
行
わ
る
と
同
時
に
、

平
易
な
文
章
で
布
教
を
目
的
と
し
た
日
課
に
関
す
る
書
物
・
記
述
が

多
く
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
課
念
仏
の
概
念
が
広
く
民
衆
に

浸
透
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
版
本
を
見
直
す
と
、
隆
圓
が
専
念
寺
の
法

灯
を
継
い
だ
と
こ
ろ
の
師
佛
定
（
一
七
三
四
―
一
八
〇
〇
）
の
『
日

課
念
仏
勧
導
記
』『
日
課
念
仏
投
宿
編
』、
隆
圓
が
関
東
掛
錫
中
に
師

事
し
た
増
上
寺
五
十
四
世
念
海
（
―
一
八
一
二
）
の
『
日
課
念
仏
士

女
訓
』
に
対
し
て
序
文
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

生
伝
』
の
編
纂
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
隆
圓
の
著
作
を
列

記
し
て
い
る
。
ま
た
、
隆
圓
が
五
重
相
伝
に
限
ら
ず
長
き
に
亘
り
日

課
念
仏
を
多
く
の
人
々
に
授
与
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、

往
生
人
の
日
課
念
仏
の
数
に
至
る
ま
で
精
査
し
て
い
る６

。

三
、
五
重
相
伝
に
お
け
る
日
課
誓
約

三
―
一
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
五
重
相
伝

　

現
代
で
は
、
独
立
し
た
日
課
誓
約
の
儀
式
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ず
、

五
重
相
伝
等
に
含
ま
れ
る
付
属
の
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
化

他
五
重
の
普
及
し
始
め
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
独
立
し
た
日
課
誓

約
の
儀
式
の
方
が
主
で
あ
っ
た
、
そ
れ
は
化
他
五
重
が
制
限
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
長
谷
川
氏
に
よ
れ
ば７

、
江
戸
時
代
前
期
（
十
七

世
紀
）
に
は
化
他
五
重
が
ほ
ぼ
禁
止
さ
れ
、
江
戸
時
代
中
期
（
十
八

世
紀
）
に
は
年
齢
的
・
宗
教
的
制
限
の
下
に
行
わ
れ
、
江
戸
時
代
後

期
（
十
九
世
紀
）
に
は
布
教
・
教
化
手
段
と
し
て
の
化
他
五
重
が
広

く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
り
、
江
戸
時

代
前
・
中
期
に
は
寧
ろ
五
重
相
伝
と
は
独
立
し
た
日
課
誓
約
の
儀
式

が
例
え
ば
厭
求８

（
一
六
三
三
―
一
七
一
五
）・
無
能９

（
一
六
八
三
―

一
七
一
九
）・
関
通11

（
一
六
九
六
―
一
七
七
〇
）・
徳
本11

（
一
七
五
八

―
一
八
一
八
）・
隆
圓11

な
ど
に
よ
っ
て
多
く
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
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表
―
二　

隆
圓
を
め
ぐ
る
師
弟
関
係

　

表
―
二
は
伝
記
等
か
ら
わ
か
る
隆
圓
を
中
心

と
し
た
直
接
の
師
弟
関
係
、
ま
た
そ
の
日
課
念

仏
の
数11

を
表
す
。

　

日
課
に
関
す
る
書
物
に
序
文
で
賛
を
記
し
て

い
る
こ
と
、
厭
求
よ
り
始
ま
る
日
課
念
仏
を
厳

修
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
師
弟
関
係
を
結
ん
で
い

る11

と
い
う
事
実
か
ら
、
隆
圓
は
日
課
念
仏
を
特

に
重
視
す
る
系
統
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
中
で
も
隆
圓
の
師
佛
定
は
日
課
と

冠
す
る
書
を
二
冊
も
世
に
出
し
、
著
『
続
蓮
門

住
持
訓
』
の
中
で
も

慎
デ
導
祖
ノ
厳
訓
ヲ
順
奉
シ
。
日
課
念
佛

三
萬
以
上
。
慇
重
ニ
コ
レ
ヲ
務
ム
ベ
シ11

。

日
課
称
名
ヲ
勧
ム
ル
事
。
寺
持
ノ
肝
要
ノ

大
事
ナ
リ
。
親
疎
老
若
ト
ナ
ク
。
其
寺
ノ

檀
那
ハ
勿
論
。
凡
ソ
百
聲
以
上
。
力
ヲ
加

ヘ
心
ヲ
盡
シ
。

親
切
ニ
コ
レ
ヲ
勧
メ
テ
。
西
河
ノ
迹
ヲ
慕

フ
ベ
シ
。
古
今
高
名
ノ
大
徳
。

著者 題目 出版年 序文
貞極（1677）―（1756）『日課念仏勧誡鈔』 寛保３年（1743）
諦忍（1705）―（1786）『日課念仏決定往生図説』13 延享２年（1745）２月
佛定（1734）―（1800）『日課念仏勧導記』 寛政６年（1794） 文化 3 年（1806）隆圓

佛定（1734）―（1800）『日課念仏投宿編』 文化３年（1806）8 月
寛政 12 年（1800）定玄、
寛政 12 年（1800）大察
文化３年（1806）隆圓（後序）

辨才 『日課要訓』14 文化７年（1810）

念海 ―（1812） 『日課念仏士女訓』 文化８年（1811）
文政 10 年（1828）定傳、
文政 10 年（1828）隆圓（後
序）

（不明） 『日課念仏の心得』15 安政４年（1858）初冬再
刻　放光室蔵版

徳本（1758）―（1818）『徳本行者日課勧誡聞書』
法州（1765）―（1839）『日課念仏十二徳』
文雄（1700）―（1763）『利剣名号折伏鈔』

祖師名 日課念仏数 日課に関する著作
厭求：寛永 10 年（1633）―正徳５年（1715） 六万遍 　
貞極：延宝５年（1677）―宝暦６年（1756） 八万遍 『日課念仏勧誡鈔』
佛定：享保 19 年（1734）―寛政 11 年（1799） 三万遍 『日課念仏投宿編』、『日課念仏勧導記』
隆圓：宝暦９年（1759）―天保 5 年（1834） （三万遍）16 　
法州 17：明和２年（1765）―天保 10 年（1839） 三万遍 『日課十二徳』
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と
い
う
五
重
相
伝
を
受
け
れ
ば
往
生
が
決
定
し
、
日
課
を
勤
め
る
必

要
が
な
く
な
る
と
い
う
誤
っ
た
認
識
が
民
衆
に
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
五
重
相
伝
に
関
す
る
誤
っ
た
風
評
が
あ
っ
た
こ
と
を
長

谷
川
氏
も

弥
陀
の
本
願
を
信
じ
日
課
念
仏
を
勇
進
せ
し
め
る
た
め
に
授
与

さ
れ
る
五
重
が
、
か
え
っ
て
受
者
の
念
仏
の
妨
げ
と
な
る
と
い

う
現
実
の
矛
盾
―
五
重
の
邪
義
邪
説
に
よ
る
―
こ
そ
隆
円
が
も

っ
と
も
問
題
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た12

。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
の
五
重
相
伝
の
意
図
か
ら
外
れ
る
本

末
転
倒
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
為
に
隆
圓
は
『
浄
業
信
法
訣
』
の

中
に
お
け
る
十
念
の
伝
の
解
説
で

唯
此
十
念
計
リ
デ
。
多
念
申
サ
ズ
ト
モ
ヨ
シ
ト
思
フ
ハ
邪
見
ナ

リ
。
五
重
ノ
正
体
ハ
。
是
レ
三
心
具
足
数
遍
ノ
日
課
ナ
リ
。
其

日
課
念
仏
ニ
テ
往
生
ス
ル
ヨ
リ
外
ニ
別
ノ
子
細
ナ
シ
ト
安
心
決

定
シ
タ
ル
証
拠
ノ
十
念
ト
心
得
ベ
シ12

。

と
五
重
相
伝
の
正
体
・
本
質
が
あ
く
ま
で
も
日
課
の
念
仏
で
あ
る
と

警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
現
代
に
お
い
て
我
々
も
五
重

相
伝
を
開
く
際
に
十
分
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
り
、
近
年

良
く
耳
に
す
る
「
若
干
遍
」
と
い
う
曖
昧
な
数
の
誓
約
は
日
課
念
仏

に
重
点
を
置
く
隆
圓
の
本
意
に
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

化
益
ノ
天
下
ニ
満
ル
人
モ
。
其
基
ハ
日
課
ヲ
勧
メ
。
三
歸
ヲ
授

ク
ル
ガ
手
始
メ
ナ
リ11

。

と
、
住
職
た
る
者
は
日
課
念
仏
を
修
め
よ
、
檀
家
に
は
日
課
念
仏
を

勧
め
よ
と
諫
言
し
て
い
る
。
隆
圓
は
こ
れ
ら
の
言
葉
を
佛
定
の
口
か

ら
度
々
耳
に
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三
―
三
、
隆
圓
の
化
他
五
重

　

隆
圓
は
『
浄
業
信
法
訣
』
と
い
う
在
家
伝
法
の
真
意
を
寺
持
僧
に

示
し
た
書
を
著
し
、
後
世
の
化
他
五
重
の
基
礎
を
確
立
し
た
。
日
課

念
仏
を
重
視
す
る
系
統
に
あ
っ
た
隆
圓
は
当
然
、
五
重
相
伝
の
中
に

日
課
誓
約
を
取
り
入
れ
た
。
隆
圓
が
『
浄
業
信
法
訣
』
を
著
し
た
背

景
に
は
、

今
時
五
重
ヲ
受
ザ
ル
者
ハ
。
ヨ
ク
日
課
ヲ
勤
ム
レ
ド
モ
。
五
重

ノ
後
ハ
十
念
キ
リ
デ
ヨ
イ
ト
テ
。
日
所
作
ヲ
モ
等
閑
ニ
ス
ル
モ

ノ
多
シ
。
此
等
ハ
五
重
ガ
念
仏
相
続
ノ
妨
ト
ナ
ル
ナ
リ11

。

五
重
ス
レ
バ
。
モ
ハ
ヤ
往
生
ハ
済
ン
ダ
。
助
リ
テ
仕
マ
ウ
タ
ト

落
著
テ
。
日
課
モ
十
念
ニ
テ
仕
マ
イ
。
罪
造
リ
テ
モ
往
生
ス
ン

ダ
身
ジ
ャ
ナ
ン
ド
ト
心
得
テ
。
伝
法
前
ヨ
リ
邪
見
ニ
ナ
ル
者
多

シ12

。
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今
回
で
は
隆
圓
の
『
浄
業
信
法
訣
』
が
化
他
五
重
の
基
盤
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
た
が
、
日
課
誓
約
の
起
源
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
。

今
後
の
課
題
と
し
て
、
隆
圓
と
同
時
代
、
あ
る
い
は
彼
以
前
の
五
重

に
関
す
る
書
物
を
渉
猟
し
、
起
源
を
探
り
た
い
。

参
考
文
献

一
次
文
献

『
念
仏
名
義
集
』
巻
下
（『
浄
土
宗
全
書
』（
以
下
『
浄
全
』）
第
十
巻

所
収
）

『
浄
業
信
法
訣
』（『
浄
土
傳
燈
輯
要
』
所
収
）

『
吉
水
瀉
缾
訣
』（『
浄
土
傳
燈
輯
要
』
所
収
）

『
厭
求
上
人
行
状
記
』（『
浄
全
』
第
十
八
巻
所
収
）

『
無
能
和
尚
行
業
記
』
上
（『
浄
全
』
第
十
八
巻
所
収
）

『
関
通
和
尚
行
業
記
』
上
（『
浄
全
』
第
十
八
巻
所
収
）

『
徳
本
行
者
日
課
勧
誡
聞
書
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
第
四
巻
所
収
）

『
日
課
念
仏
勧
誡
鈔
』（『
四
休
庵
貞
極
上
人
全
集
下
巻
』
所
収
）

『
日
課
念
仏
決
定
往
生
図
説
』
川
口
高
風
（
一
九
九
五
）
の
報
告
に

よ
る
（
発
表
者
未
確
認
）

『
日
課
念
仏
勧
導
記
』（
佛
教
大
学
所
蔵
）

『
日
課
念
仏
投
宿
編
』（
佛
教
大
学
所
蔵
）

四
、
結
論

　

現
代
の
日
課
誓
約
は
、
五
重
相
伝
の
中
の
付
属
的
儀
式
と
し
て
行

わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
江
戸
時
代
中
期
ま
で
は
、
五
重
相
伝

が
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
独
立
し
た
儀
式
と
し
て
頻
繁
に

日
課
授
与
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
代
に
日
課
念
仏
・
日
課
誓
約

を
重
視
し
て
い
た
僧
侶
が
日
課
誓
約
に
関
す
る
書
物
を
多
数
著
し
、

多
く
の
人
々
に
日
課
授
与
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
五
重
相
伝
開
筵

の
制
限
が
緩
和
さ
れ
た
江
戸
時
代
後
期
に
隆
圓
は
五
重
伝
書
『
浄
業

信
法
訣
』
の
中
で
化
他
五
重
の
基
盤
を
築
き
、
当
然
の
ご
と
く
五
重

相
伝
の
中
に
日
課
誓
約
の
儀
式
を
取
り
入
れ
た
。
隆
圓
の
『
浄
業
信

法
訣
』
に
最
初
期
の
例
と
し
て
見
ら
れ
る
五
重
相
伝
の
中
の
日
課
誓

約
の
儀
式
は
、
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
、
行
わ
れ
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
様
に
、
現
代
の
日
課
誓
約
は
江
戸
時
代
の
も
の
を
受
け
継

い
で
い
る
が
、
そ
の
捉
え
方
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
現
在
は
日
課
誓

約
を
五
重
相
伝
な
ど
の
付
属
的
儀
式
と
し
て
扱
う
傾
向
に
あ
る
が
、

江
戸
時
代
で
は
非
常
に
重
視
さ
れ
、
独
立
し
た
儀
式
と
し
て
成
り
立

つ
ほ
ど
普
及
し
て
い
た
。
隆
圓
に
至
っ
て
は
五
重
の
日
課
誓
約
を
単

な
る
付
属
の
儀
式
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
五
重
の
本
質

が
日
課
誓
約
に
あ
る
と
主
張
す
る
ほ
ど
重
視
し
て
い
た
。
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二
年
）

川
口
高
風

川
口
（
一
九
九
五
）『
諦
忍
律
師
研
究
』
上
巻
（
法
蔵
館
、
一
九
九

五
年
）

清
水
秀
浩

清
水
（
一
九
八
九
）「
浄
土
宗
法
式
雑
考
（
4
） 

日
課
誓
約
の
一
形

態
」『
佛
教
論
叢
』
三
三
号
所
収
（
浄
土
宗
教
学
院
、
一
九
八
九
年
）

世
良
諦
元
『
大
日
比
三
師
講
説
集
』
下
巻
（
西
円
寺
出
版
、
一
九
一

〇
年
）

戸
松
啓
真
『
徳
本
行
者
全
集
』
第
四
巻
（
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
七

八
年
）

長
谷
川
匡
俊

長
谷
川
（
一
九
八
〇
）『
近
世
念
仏
者
集
団
の
行
動
と
思
想
―
浄
土

宗
の
場
合
―
』（
評
論
社
、
一
九
八
〇
年
）

長
谷
川
（
一
九
八
八
）『
近
世
浄
土
宗
の
信
仰
と
教
化
』（
渓
水
社
、

『
日
課
要
訓
』（
大
正
大
学
所
蔵
、
発
表
者
未
確
認
）

『
日
課
念
仏
士
女
訓
』（
佛
教
大
学
所
蔵
）

『
日
課
念
仏
十
二
徳
』（『
大
日
比
三
師
講
説
集
』
下
巻
所
収
）

『
利
剣
名
号
折
伏
鈔
』（『
廣
疑
瑞
決
集
／
利
剣
名
号
折
伏
鈔
』
所
収
）

『
続
蓮
門
住
持
訓
』（
佛
教
大
学
所
蔵
）

二
次
文
献

石
井
教
道
『
昭
和
法
然
上
人
全
集
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
五
年
）

稲
岡
覺
順
『
浄
土
傳
燈
輯
要
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
七
五
年
）

伊
藤
祐
晃
『
廣
疑
瑞
決
集
／
利
剣
名
号
折
伏
鈔
』（
了
蓮
寺
、
一
九

一
四
年
）

大
田
珠
光

大
田
（
二
〇
〇
七
）「
念
仏
相
続
に
つ
い
て
―
修
行
者
の
態
度
四
修

を
中
心
と
し
て
―
」（
未
出
版
、
二
〇
〇
七
年
佛
教
大
学
へ
提
出
の

学
士
論
文
）

角
田
俊
徹
『
四
休
庵
貞
極
上
人
全
集
下
巻
』（
西
極
楽
寺
、
一
九
三
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法
し
て
受
く
べ
し
。
さ
な
く
て
は
決
定
の
心
立
ち
が
た
し
。
若

し
授
く
る
出
家
な
き
所
か
。
又
若
き
人
様
（
な
ど
）。
出
家
に

受
く
る
を
い
む
事
あ
ら
ば
。
自
身
如
来
の
御
前
に
し
て
誓
ふ
べ

し
。」

３　

清
水
（
一
九
八
九
）
一
四
一
頁
、
長
谷
川
（
一
九
八
八
）
一
七

九
頁
～
一
八
八
頁
。

４　

隆
圓
は
『
浄
業
信
法
訣
』（『
浄
土
傳
燈
輯
要
』
一
〇
一
八
頁
～

一
〇
一
九
頁
）
で
在
家
信
者
に
日
課
三
千
遍
以
上
を
誓
約
さ
せ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

５　

清
水
（
一
九
八
九
）
一
四
一
頁

６　

長
谷
川
（
一
九
八
八
）
一
七
九
頁
～
二
一
八
頁

７　

長
谷
川
（
一
九
八
八
）
六
〇
頁
～
七
二
頁

８　
『
厭
求
上
人
行
状
記
』（『
浄
土
宗
全
書
』（
以
下
『
浄
全
』）
十

八
巻
六
四
頁
下
）「
日
課
を
授
る
も
の
に
は
血
脈
を
与
え
て
結

縁
す
。
凡
そ
日
課
を
授
与
す
る
も
の
数
十
万
人
な
り
。」
長
谷

川
（
一
九
八
〇
）
九
〇
頁
参
照

９　
『
無
能
和
尚
行
業
記
』
上
（『
浄
全
』
十
八
巻
一
二
五
頁
下
）

「
抑
勧
化
の
最
初
よ
り
。
終
焉
の
時
節
ま
で
。
日
課
同
所
の
数

を
計
る
に
。
総
て
十
六
万
九
千
一
百
七
十
余
人
を
得
た
り
。
此

中
百
遍
以
上
十
万
以
下
を
勧
め
ら
る
」
長
谷
川
（
一
九
八
〇
）

一
九
八
八
年
）

１　

聖
光
著
『
念
仏
名
義
集
』
巻
下
「
故
法
然
上
人
ノ
仰
セ
ラ
レ
候

シ
ハ
此
ノ
無
間
修
ガ
四
修
ノ
中
ニ
能
ク
能
ク
念
仏
ヲ
勧
メ
タ
ル

修
ニ
テ
有
リ
ト
仰
セ
候
也
。
能
ク
能
ク
此
ノ
行
ニ
心
ヲ
留
ム
ベ

キ
ナ
リ
。
念
仏
ヲ
構
ヘ
テ
構
ヘ
テ
多
カ
ラ
ン
ニ
申
セ
ナ
ン
ド
ト

勧
ム
ル
ハ
此
ノ
無
間
修
ノ
心
也
。
一
万
三
万
六
万
返
ナ
ラ
ン
ト

勧
ム
ル
ハ
皆
是
無
間
修
ノ
心
也
。」（『
浄
全
』
十
巻
三
七
七
頁

下
）
と
あ
る
の
に
基
づ
く
。
ま
た
、
中
村
辨
康
氏
も
共
著
『
浄

土
宗
讀
本
』
三
九
六
頁
に
「
日
課
念
仏
は
、
四
修
の
中
の
「
無

間
修
」
の
具
体
化
で
あ
る
。
即
ち
「
念
時
日
の
三
無
間
」
の

「
日
無
間
」
に
相
当
す
る
念
仏
で
あ
る
。
具
体
的
に
云
ふ
と
、

毎
日
若
干
辺
の
数
を
定
め
、
怠
ら
ず
そ
れ
を
実
行
す
る
の
で
あ

る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
大
田
（
二
〇
〇
七
）
を
参
照
。

２　

日
課
誓
約
に
は
、
証
師
を
立
て
て
師
僧
等
か
ら
日
課
念
仏
を
授

与
さ
れ
る
場
合
と
、
証
師
を
立
て
ず
に
自
ら
神
仏
に
日
課
念
仏

を
誓
う
場
合
の
二
種
類
が
あ
る
と
念
海
著
『
日
課
念
仏
士
女

訓
』
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
今
回
は
五
重
相
伝
等
で
行
わ
れ
る

前
者
を
中
心
に
扱
う
。
参
照
『
日
課
念
仏
士
女
訓
』
日
課
念
仏

門
第
五
、
二
二
頁
「
日
課
念
佛
を
誓
ふ
に
は
。
出
家
に
随
ひ
作



─ 316 ─

家
ニ
テ
モ
。
五
十
歳
已
上
ノ
老
人
。
三
万
遍
以
上
ヨ
ク
日
課
念

仏
ヲ
申
シ
テ
。
信
心
決
定
ノ
行
者
ト
見
定
メ
ヌ
レ
バ
。」
と
、

日
課
三
万
遍
以
上
の
篤
信
の
者
に
は
五
重
を
授
け
て
良
い
と
い

う
独
自
の
定
め
を
出
し
て
い
る
の
で
、
隆
圓
自
身
も
最
低
三
万

遍
以
上
の
日
課
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

17　

隆
圓
著
『
浄
業
信
法
訣
』
を
基
に
法
州
は
五
重
勧
誡
伝
書
の

『
信
法
要
決
』
を
著
わ
し
て
い
る
。

18　
『
三
部
経
大
意
』（『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
四
五
頁
）「
本

願
ノ
意
趣
、
上
品
ノ
来
迎
ヲ
マ
ウ
ケ
給
ヘ
ル
物
也
、
何
ソ
強
ニ

是
ヲ
ス
マ
ワ
ム
ヤ
。
又
善
導
和
尚
三
萬
已
上
ハ
上
品
往
生
ノ
業

也
ト
云
ヘ
リ
。
数
返
ニ
ヨ
リ
テ
モ
上
品
ニ
生
ス
ベ
シ
。
又
三
心

ニ
ツ
イ
テ
九
品
ア
ル
ベ
シ
。
信
心
ニ
ヨ
リ
テ
上
品
ニ
生
マ
ル
ベ

キ
カ
。
上
品
ヲ
欣
フ
事
、
我
身
ノ
為
ニ
ア
ラ
ズ
、
彼
ノ
国
ニ
生

マ
レ
ヲ
ワ
リ
テ
、
カ
ヘ
リ
テ
疾
ク
衆
生
ヲ
化
セ
ム
ガ
為
也
。
是

佛
ノ
御
心
ニ
カ
ナ
ハ
ザ
ラ
ム
ヤ
。」
と
あ
る
。
善
導
の
『
観
念

法
門
』（『
浄
全
』
四
巻
二
二
四
頁
下
）
に
説
か
れ
て
い
る
上
品

往
生
の
条
件
で
あ
り
、
ま
た
還
相
回
向
に
よ
っ
て
衆
生
を
救
済

す
る
目
的
を
遂
げ
る
た
め
に
も
三
万
遍
以
上
を
必
要
と
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
善
導
と
法
然
が
こ
の
よ
う
に
語
る
以
上
、

後
の
浄
土
宗
門
人
の
日
課
誓
約
も
三
万
遍
を
理
想
や
目
標
と
し

九
〇
頁
参
照

10　
『
関
通
和
尚
行
業
記
』
上
（『
浄
全
』
十
八
巻
二
二
五
頁
下
）

「
先
ツ
今
世
ニ
於
テ
予
カ
所
勧
ニ
帰
シ
テ
日
課
念
仏
ヲ
信
受
ス

ル
者
其
数
千
万
人
ヲ
得
。」

11　

徳
本
は
ほ
と
ん
ど
の
説
法
の
終
わ
り
に
日
課
授
与
を
行
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
徳
本
行
者
説
法
聴
書
上
』（『
徳

本
行
者
全
集
』
四
巻
三
六
頁
以
降
）
参
照
。

12　

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
か
ら
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
ま
で

の
二
十
二
年
間
に
各
地
で
計
一
二
〇
三
人
に
日
課
念
仏
を
授
与

し
た
こ
と
が
専
念
寺
所
蔵
『
回
向
帳
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

長
谷
川
（
一
九
八
八
）
一
八
四
頁
～
一
八
六
頁
参
照
。

13　

川
口
（
一
九
九
五
）
四
三
八
頁
に
よ
る
。

14　

発
表
者
未
確
認
で
あ
る
が
、『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
に
大
正
大

学
所
蔵
と
あ
る
。

15　

長
谷
川
（
一
九
八
〇
）
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
、
佛
教
大
学
所

蔵
の
書
で
あ
る
。

16　

隆
圓
が
日
課
念
仏
を
何
万
遍
し
て
い
た
か
明
確
な
記
述
は
見
受

け
ら
れ
な
い
が
、『
浄
業
信
法
訣
』（『
浄
土
傳
燈
輯
要
』
九
二

九
頁
）「
サ
レ
バ
出
家
分
上
ノ
傳
受
ゴ
ト
ニ
テ
。
猥
リ
ニ
在
家

ニ
授
ル
コ
ト
ハ
御
制
状
ア
リ
テ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ナ
リ
。
サ
レ
バ
在
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た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

19　

隆
圓
は
捨
世
隠
遁
の
志
を
持
っ
て
い
た
が
、
師
佛
定
は
そ
れ
を

許
さ
ず
、
専
念
寺
第
十
七
世
を
隆
圓
に
継
が
せ
た
。
長
谷
川

（
一
九
八
八
）
一
八
一
頁

20　
『
続
蓮
門
住
持
訓
』
三
頁

21　
『
続
蓮
門
住
持
訓
』
七
頁

22　
『
浄
業
信
法
訣
』（『
浄
土
傳
燈
輯
要
』
九
二
四
頁
）

23　
『
浄
業
信
法
訣
』（『
浄
土
傳
燈
輯
要
』
九
三
二
頁
）

24　

長
谷
川
（
一
九
八
八
）
七
七
頁

25　
『
浄
業
信
法
訣
』（『
浄
土
傳
燈
輯
要
』
一
〇
三
四
頁
）
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「
観
音
廻
り
」
を
当
時
の
観
音
信
仰
、
阿
弥
陀
信
仰
、
聖
衆
来
迎
思

想
を
文
芸
の
面
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

（
一
）
古
浄
瑠
璃
と
祭
文

　

近
松
が
識
っ
て
い
た
浄
瑠
璃
は
、
現
代
人
が
認
識
し
て
い
る
浄
瑠

璃
と
は
大
き
な
逕
庭
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
近
松
以
後
、
古
浄
瑠
璃
と

認
識
し
た
世
界
の
も
の
で
、
い
わ
ば
中
世
的
、
よ
り
宗
教
的
な
も
の

で
愛
欲
や
恩
愛
の
情
を
語
っ
て
き
た
祭
文
や
説
経
浄
瑠
璃
の
伝
統
を

多
く
受
け
継
い
で
い
る
。

　

近
松
自
身
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
昔
の
浄
瑠
璃
は
今
の

祭
文
同
然
に
て
花
も
実
も
な
き
も
の
」『
難
波
土
産
』・（
新
群
書
類

従
巻
六
、
穂
積
以
貫
書
）
と
す
る
そ
れ
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
を
「
某
出
て
加
賀
掾
よ
り
筑
後
掾
へ
う
つ
り
て
作
文
せ
し
よ

は
じ
め
に

　

曾
根
崎
心
中
を
仏
教
思
想
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
近
松

門
左
衛
門
の
心
中
作
品
は
厭
離
穢
土
、
欣
求
浄
土
の
念
で
、
曾
根
崎

心
中
は
形
式
的
に
も
聖
衆
来
迎
を
ふ
ま
え
て
お
り
、「
観
音
廻
り
」

は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
「
観
音
廻
り
」
の
道
行
き
を
推
定
す
る
と
、
左
手
一
本
で
駕
籠
を

遣
い
な
が
ら
文
句
に
当
て
た
振
り
付
け
、
舞
踏
的
所
作
で
観
客
の
喝

采
を
浴
び
て
進
む
。
お
初
女
人
形
が
突
然
観
世
音
の
金
色
に
光
る
尊

体
に
変
化
し
、
人
々
の
ど
よ
め
き
の
な
か
で
こ
の
道
行
き
は
終
わ
る
。

　
「
近
松
の
浄
瑠
璃
本
百
冊
読
む
と
き
は
習
わ
ず
し
て
三
教
の
道
な

り
」（
戯
財
録
・
享
和
元
年
）
と
い
う
が
、
当
時
の
仏
教
儀
礼
、
庶

民
の
思
想
、
信
仰
形
態
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
曽
根
崎
心
中

祭
文
の
研
究

─
曽
根
崎
心
中
観
音
廻
り
と
聖
衆
来
迎
─

加　

藤　

善　

也
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系
譜
で
、
よ
り
巫
女
的
語
り
物
で
あ
る
。

（
二
）
近
松
の
浄
瑠
璃
姿
勢

　
『
梁
塵
秘
抄
』
の
中
に
「
瑠
璃
の
浄
土
は
潔
し
月
の
光
は
さ
や
か

に
て
」
と
あ
り
、
瑠
璃
の
浄
土
は
淨
瑠
璃
光
菩
薩
（
薬
師
如
来
）
の

浄
土
で
、「
浄
瑠
璃
」
と
い
う
名
称
が
『
浄
瑠
璃
十
二
段
』
と
か

『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
牛
若
蘇
生
の
霊
験
譚
か
ら
起
こ
っ
た
と
云
わ
れ

て
い
る
。

　

の
ち
に
浄
瑠
璃
姫
と
牛
若
丸
と
の
「
忍
び
の
段
」
の
文
芸
的
要
素

が
強
調
さ
れ
、
の
ち
の
浄
瑠
璃
の
「
く
ど
き
」
と
い
う
重
要
な
中
心

部
と
な
っ
た
。

　
「
く
ど
き
」
は
浮
か
ば
れ
ぬ
霊
が
巫
女
の
口
を
借
り
て
生
前
の
苦

し
み
を
訴
え
く
ど
く
の
が
中
心
部
で
、
古
浄
瑠
璃
が
持
っ
て
い
た
生

活
性
、
宗
教
性
を
変
質
し
つ
つ
、「
語
り
」
が
男
の
歴
史
譚
と
す
れ

ば
「
く
ど
き
」
は
女
の
心
情
譚
な
の
で
あ
る
。

　

近
松
の
浄
瑠
璃
姿
勢
は
慰
み
で
、
巫
女
的
語
り
物
か
ら
芸
術
的
語

り
物
と
し
て
、
未
来
成
仏
と
い
う
思
想
を
積
極
的
に
転
化
し
、
来
世

で
救
わ
れ
る
か
ら
こ
の
現
世
の
恋
愛
な
ら
恋
愛
の
葛
藤
を
悔
い
な
く

生
き
抜
こ
う
と
す
る
ド
ラ
マ
の
世
界
を
創
造
し
て
い
る
。

　
『
難
波
土
産
』
の
序
文
「
虚
実
皮
膜
論
」
に
「
浄
瑠
璃
は
憂
い
が

り
、
文
句
に
心
を
用
る
事
昔
に
か
わ
り
て
一
等
高
く
」
と
自
負
す
る

ご
と
き
、
改
革
を
行
っ
た
の
が
近
松
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
筑
後
掾
（
義
太
夫
）
の
た
め
に
「
作
文
」
す
る
よ
う
に
な

っ
て
以
来
、
の
意
で
は
な
く
、「
某
出
て
」
浄
瑠
璃
を
「
作
文
」
し

て
以
来
の
意
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
誇
ら
し
げ
な
回
顧
談

は
筆
録
者
穂
積
以
貫
が
し
ば
し
ば
耳
に
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

加
賀
掾
は
近
松
よ
り
二
歳
あ
っ
た
か
ら
、
恐
ら
く
そ
の
指
導
を
受

け
な
が
ら
書
い
た
し
、
貢
献
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
民
俗
的
な
語

り
物
か
ら
、
文
芸
ま
で
仕
上
げ
た
の
が
近
松
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
浄
瑠
璃
と
い
う
語
り
物
が
祭
文
や
節
説
経
と
し
て
「
平

曲
」
は
貴
族
や
武
家
の
上
層
階
級
の
鑑
賞
の
対
象
と
な
っ
た
の
に
対

し
て
、
よ
り
一
層
低
い
大
衆
を
相
手
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
の
根
元
は
神
仏
の
本
縁
を
説
き
、
浮
か
ば
れ
ぬ
霊
魂
を
救
う
語
り

物
で
、
祝
詞
で
あ
り
、
祭
文
で
あ
り
、
霊
験
譚
、
流
離
譚
で
あ
っ
た
。

　
「
平
家
物
語
」
や
「
太
平
記
」
が
一
種
の
歴
史
物
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
古
浄
瑠
璃
が
、
民
俗
的
文
芸
で
あ
っ
た
の
は
、
よ
り
生
活
的

で
あ
り
、
空
想
的
で
あ
り
、
宗
教
的
で
あ
っ
た
。

　

東
北
の
い
た
こ
の
語
る
「
お
し
ら
祭
文
」
や
青
島
の
巫
女
の
唱
え

る
「
為
朝
の
祭
文
」
あ
る
い
は
壱
岐
の
い
ち
じ
ょ
う
の
語
る
「
百
合

若
祭
文
」
の
ご
と
き
で
、「
平
曲
」
は
男
物
、「
浄
瑠
璃
」
は
女
物
の
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ふ
た
り
の
死
は
歌
舞
伎
、
浄
瑠
璃
、
浮
世
草
子
、
歌
祭
文
な
ど
に

と
り
あ
げ
ら
れ
て
流
布
し
、
沈
滞
し
た
元
禄
の
人
々
に
鮮
烈
な
衝
撃

を
与
え
、
心
中
物
が
こ
の
時
か
ら
始
ま
り
上
演
さ
れ
た
。

　

初
段
の
「
お
初
観
音
廻
り
」
は
、
心
中
で
死
ん
だ
浮
か
ば
れ
ぬ
身

寄
り
の
な
い
女
郎
の
霊
を
呼
び
出
し
て
観
音
廻
り
を
さ
せ
る
の
が
祭

文
の
形
で
、
招
魂
の
法
で
も
あ
り
鎮
魂
の
意
で
も
あ
っ
た
。

　

徳
兵
衛
を
と
り
ま
く
複
雑
な
主
従
関
係
や
人
間
関
係
の
中
に
置
か

れ
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
死
へ
追
い
や
っ
た
真
因
と
な
っ
た
が
、
九

平
次
の
悪
魔
の
よ
う
な
跳
梁
を
聞
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
大
衆
に

定
着
さ
せ
る
に
は
古
浄
瑠
璃
が
も
っ
て
い
た
生
活
性
、
空
想
性
、
宗

教
性
を
変
質
し
つ
つ
も
心
情
を
保
持
し
て
見
事
に
成
し
遂
げ
て
い
る
。

　

笈
摺
を
背
に
菅
笠
を
か
ぶ
り
脚
絆
、
甲
掛
を
つ
け
、
草
鞋
を
履
く

と
い
う
き
ま
っ
た
装
束
で
寺
に
巡
礼
札
を
納
め
、
哀
調
帯
び
た
御
詠

歌
、
客
に
迫
っ
て
く
る
お
初
の
愛
ら
し
さ
は
男
へ
の
純
愛
か
ら
死
を

願
う
印
象
を
つ
よ
め
る
た
め
実
際
観
音
廻
り
を
し
た
こ
と
、
も
し
く

は
寺
の
名
く
ら
い
知
っ
て
い
る
観
客
に
は
特
別
の
興
味
が
湧
い
た
で

あ
ろ
う
。

　

歌
祭
文
風
な
浄
瑠
璃
や
舞
踊
に
よ
り
現
実
を
人
形
の
世
界
ま
で
飛

躍
さ
せ
、
ま
だ
世
話
物
に
な
じ
ま
な
い
観
客
を
考
え
る
と
、
こ
れ
だ

け
の
注
意
が
必
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

肝
要
な
り
と
て
」
と
情
を
こ
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

「
皮
膜
の
間
と
い
う
が
此
也
、
虚
に
し
て
虚
に
あ
ら
ず
、
実
に
し
て

実
に
あ
ら
ず
、
そ
の
間
に
慰
み
が
有
る
も
の
也
」（
難
波
土
産
）。
虚

と
実
の
間
に
慰
み
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
情
を
も
っ
て
慰
め
る
と
い

う
の
が
近
松
の
考
え
方
で
、
民
衆
の
生
活
に
と
っ
て
現
実
の
世
界
は
、

い
つ
の
世
で
も
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
に
は
苦
渋
に
満
ち
、
夢
だ

け
で
は
こ
れ
ま
た
生
き
て
行
か
れ
な
い
。　

救
済
と
は
苦
界
を
そ
の

ま
ま
の
姿
で
救
い
と
る
し
か
な
く
、「
虚
に
し
て
虚
に
あ
ら
ず
、
実

に
し
て
実
に
あ
ら
ず
」
と
い
っ
た
近
松
の
一
貫
し
た
態
度
は
「
古
浄

瑠
璃
」
の
世
界
が
果
た
し
て
き
た
民
衆
救
済
の
役
割
と
が
一
致
し
た

「
慰
み
」
の
精
神
に
到
達
し
て
い
る
。

　
「
救
済
」
か
ら
「
慰
み
」「
遊
び
」
的
な
要
素
を
持
ち
、「
芸
」
が

成
立
し
、
芸
は
実
と
虚
と
の
皮
膜
の
間
に
あ
り
、
こ
れ
が
「
慰
み
」

を
成
立
さ
せ
、
遊
び
と
な
り
、「
遊
び
」
こ
そ
が
生
き
る
た
め
の
救

い
で
あ
っ
た
近
代
と
い
う
時
代
と
思
わ
れ
る
。

（
三
）
観
音
廻
り

　

元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
四
月
七
日
、
大
阪
曾
根
崎
の
森
で
醤

油
屋
の
手
代
徳
兵
衛
と
北
の
新
地
の
天
満
屋
の
女
お
初
と
が
心
中
死

を
遂
げ
た
。
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つ
ま
り
「
観
音
廻
り
」
の
な
か
に
「
阿
弥
陀
仏
信
仰
」
が
紛
れ
込
ん

で
い
る
状
態
で
、
そ
れ
を
奇
異
と
し
な
い
素
地
が
観
客
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
『
曾
根
崎
心
中
』
の
観
音
廻
り
が
阿
弥
陀
仏
信
仰
に
通
ず
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
『
浄
瑠
璃
文
句
評
註
難
波
土
産⑤

』
に
、「
く

わ
ん
を
ん
め
ぐ
り
故
二
十
五
の
菩
薩
の
来
迎
の
ぐ
ぜ
い
の
舟
に
よ
そ

へ
て
い
う
也
」

　

観
音
信
仰
で
あ
る
観
音
廻
り
と
阿
弥
陀
仏
信
仰
で
あ
る
聖
衆
来
迎

の
区
別
が
な
く
、
ひ
と
つ
の
も
の
と
考
え
る
の
が
当
然
と
い
う
書
き

ぶ
り
で
あ
る
。

（
四
）
仏
教
説
話　

和
讃

　

そ
の
時
代
の
仏
教
享
受
の
あ
り
方
を
知
る
大
き
な
手
掛
か
り
は
、

仏
教
説
話
や
和
讃
で
あ
る
。

　
「
聖
衆
来
迎
会
」
の
お
こ
り
と
な
っ
た
当
麻
中
将
姫
の
物
語
は
、

時
に
近
世
ひ
ろ
く
流
布
し
た
仏
教
説
話
の
一
つ
で
「
当
麻
曼
荼
羅
」

と
そ
れ
に
付
随
す
る
「
絵
解
」
に
よ
っ
て
広
く
普
及
し
、
能
に
、
浄

瑠
璃
に
、
歌
舞
伎
に
、
説
経
祭
文
に
、
和
讃
へ
と
展
開
し
て
い
る
。

　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
十
七
巻
所
収
の
古
浄
瑠
璃
『
中

将
姫
本
地
』
の
第
五
段
に
「
と
て
も
の
こ
と
の
御
じ
ひ
に
は
御
名
を

　
「
げ
に
や
安
楽
世
界
よ
り
、
い
ま
此
の
娑
婆
に
示
現
し
て
、
わ
れ

ら
が
た
め
の
観
世
音
仰
ぐ
も
高
き
屋
に
、
登
り
て
民
の
賑
ひ
を
、
契

り
置
き
し
難
波
津
や
、
三
つ
づ
つ
十
と
三
つ
の
里
、
札
所
札
所
の
霊

地
霊
仏
廻
れ
ば
、
罪
も
夏
の
雲
・
・（
中
略
）・
・
頼
み
有
り
け
る
巡

礼
道
、
西
国
三
十
三
所
に
も
む
か
ふ
と
聞
く
ぞ
有
り
難
き
、
巡
礼
一

番
に
天
満
の
大
融
寺
」

　

観
世
音
が
衆
生
を
済
度
す
る
た
め
に
三
十
三
身
に
変
ず
る
と
い
う

仏
説
に
よ
り
、
観
世
音
を
ま
つ
る
三
十
三
箇
所
の
寺
を
巡
礼
し
功
徳

を
受
け
、
冥
福
を
得
よ
う
と
す
る
風
習
が
江
戸
時
代
盛
ん
に
行
わ
れ

た
。

名
高
い
の
は
西
国
三
十
三
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
大
阪
三
十
三

箇
所
を
巡
礼
す
る
の
で
あ
る
。

　

観
音
廻
り
が
観
音
信
仰
で
あ
る
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
三
十

番
の
三
津
寺
の
条
に
「
三
津
寺
の
大
慈
大
悲
を
頼
み
に
て
、
掛
く
る

仏
の
御
手
の
糸
」
と
あ
る
。
そ
の
御
手
に
五
色
の
糸
を
掛
け
臨
終
に

そ
れ
を
持
っ
て
往
生
極
楽
の
た
の
み
と
す
る
の
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。

　
『
栄
華
物
語①

』
の
道
長
の
往
生
（
巻
第
三
十
）　
『
拾
遺
往
生
伝②

』

巻
中
の
沙
門
境
妙
、『
後
拾
遺
往
生
伝③

』
巻
上
の
前
豊
前
守
藤
原
促

足
、
同
じ
く
巻
中
の
入
道
従
一
位
左
大
臣
俊
房
、『
三
外
往
生
記④

』

の
叡
山
宝
憧
院
僧
某
等
す
べ
て
対
象
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
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利
益
の
御
容
…
中
略
…
只
管
称
名
唱
ふ
べ
し　

南
無
や
大
悲
の
観
世

音　

南
無
阿
弥
陀
仏　

阿
弥
陀
仏
」
と
謡
わ
れ
て
い
る
。

　

近
世
の
「
観
音
信
仰
」「
阿
弥
陀
仏
信
仰
」
の
享
受
の
一
つ
の
様

相
を
示
し
て
お
り
、
近
世
庶
民
仏
教
思
想
の
あ
る
部
分
は
阿
弥
陀
仏

と
観
世
音
を
性
格
の
違
う
も
の
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
か
っ
た
と
い

え
る
。
こ
の
「
観
音
和
讃
」
は
南
岳
大
師
の
作
と
さ
れ
る
偈
に
「
昔

在
霊
山
名
法
華　

今
在
西
方
弥
陀　

娑
婆
示
現
観
世
音　

三
世
利
益

共
同
一
体
」
を
引
用
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
「
昔
釈
尊
霊
鷲
山
で
経
王
と
さ
れ
る
法
華
経
を
説
い
て
衆

生
を
教
化
し
、
末
法
の
今
は
阿
弥
陀
仏
が
西
方
浄
土
の
主
と
し
て
衆

生
を
導
き
、
濁
っ
た
娑
婆
に
示
現
し
て
く
だ
さ
る
の
は
観
世
音
で
あ

る
。
過
去
、
現
在
、
未
来
に
わ
た
っ
て
救
っ
て
い
た
だ
く
釈
尊
、
阿

弥
陀
仏
、
観
世
音
菩
薩
は
名
こ
そ
違
え
元
は
同
じ
く
一
体
で
あ
る
」

の
意
で
あ
る
。

　

こ
の
偈
は
『
観
音
経
』
を
読
誦
し
て
極
楽
往
生
を
願
い
、
西
国
巡

礼
し
な
が
ら
念
仏
も
と
い
っ
た
重
層
的
仏
教
観
を
理
由
づ
け
る
に
都

合
が
よ
く
、「
観
音
信
仰
」
の
立
場
か
ら
も
「
阿
弥
陀
仏
信
仰
」
の

立
場
か
ら
も
中
世
以
来
大
い
に
活
用
さ
れ
た
跡
が
あ
る
。

く
わ
し
く
か
た
ら
せ
給
へ
と
の
た
ま
へ
は
に
か
う
聞
召
れ
、
な
ん
ぢ

し
ら
ず
や
さ
い
は
う
ご
く
ら
く
せ
か
い
の
き
や
う
し
ゅ
あ
み
だ
ぶ
つ

と
は
我
事
也
」

　

こ
の
場
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
二
尊
だ
け
で
あ
り
、
中
将
姫
の

前
に
現
れ
て
法
を
説
く
の
は
阿
弥
陀
仏
で
、
曼
荼
羅
を
実
際
に
織
る

の
が
観
世
音
で
あ
る
。
俗
に
「
聖
衆
来
迎
会
」
起
こ
り
と
い
わ
れ
る

中
将
姫
の
物
語
で
こ
の
二
尊
の
み
並
列
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

近
世
初
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
『
曼
荼
羅
供
略
和
讃⑥

』
が
あ
り
、

二
十
五
菩
薩
来
迎
の
聖
衆
で
は
、「
化
尼
は
す
な
は
ち
極
楽
の　

阿

弥
陀
如
来
の
化
身
に
て　

悪
女
の
女
人
を
ひ
か
ん
た
め　

假
初
め
な

が
ら
罪
ふ
か
き　

比
丘
尼
に
様
を
変
え
給
ふ　

大
悲
の
程
ぞ
不
思
議

な
り　

観
音
菩
薩
は
織
女
に
て　

蓮
糸
を
く
り
て
絵
と
し　

一
夜
三

時
に
織
り
給
ふ
」
と
あ
り
、
弥
陀
、
観
音
し
か
謡
わ
れ
て
い
ず
、
聖

衆
来
迎
に
お
い
て
は
「
阿
弥
陀
信
仰
」
と
「
観
音
信
仰
」
と
は
同
じ

内
容
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

和
讃
に
つ
い
て
混
同
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、『
日
本
歌
謡
集
成
』

巻
四
「
和
讃
雑
集
」
所
収
の
『
大
慈
利
益
和
讃
』（
二
三
）
に
「
願

は
く
ば
弥
陀
観
世
音　

行
者
の
誓
ひ
を
憫
念
し　

大
悲
誓
願
あ
や
ま

た
ず　

来
迎
引
接
た
れ
た
ま
へ
」
と
謡
わ
れ
、「
観
音
和
讃
」（
四

七
）
に
は
「
現
在
西
方
阿
弥
陀
仏　

娑
婆
に
示
現
し
観
世
音　

三
世
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「
し
ゃ
く
ざ
い
れ
う
ぜ
ん
め
う
ほ
っ
け　

こ
ん
ざ
い
西
方
め
う
あ
み

だ　

し
ゃ
ば
じ
げ
ん
く
わ
ん
ぜ
音　
　

三
世
の
り
や
く　

三
ね
ん
つ

づ
き
」（
上
の
巻
）

　

阿
弥
陀
仏
も
観
世
音
菩
薩
も
同
一
体
と
い
う
考
え
方
は
近
世
に
お

い
て
も
あ
る
程
度
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

前
述
の
よ
う
な
考
え
方
は
近
世
に
始
ま
っ
た
も
の
で
な
く
、
古
く

『
今
昔
物
語⑨

』
に
は
多
く
の
人
の
往
生
を
伝
え
た
往
生
説
話
が
あ
り
、

「
法
華
信
仰
」「
阿
弥
陀
仏
信
仰
」
と
分
類
さ
れ
る
も
の
と
『
法
華

経
』
を
読
誦
し
同
時
に
念
仏
を
唱
え
る
、
あ
る
い
は
念
仏
を
唱
え
不

動
尊
を
念
ず
る
と
い
う
分
類
不
可
能
な
も
の
と
が
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
二
つ
は
、
今
昔
物
語
に
お
い
て
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
く
、
同
じ
よ
う
に
往
生
を
遂
げ
て
い
る
。

　

一
般
的
に
「
雑
信
仰
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
流
れ
が
読
み
取
れ
、

こ
の
よ
う
な
仏
教
受
容
の
う
え
に
「
曾
根
崎
心
中
」
一
曲
は
成
立
し

た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

お
初
が
生
玉
の
茶
屋
か
ら
現
れ
る
の
は
観
音
廻
り
を
終
え
て
こ
こ

で
休
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
あ
と
の
お
初
の
言
葉
で

（
五
）
謡
曲　

浄
瑠
璃

　

謡
曲
で
は
頼
朝
の
「
観
音
信
仰
」
を
主
題
に
し
た
「
盛
久⑦

」、「
阿

弥
陀
仏
信
仰
」
に
よ
る
「
誓
願
寺⑧

」
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
『
盛
久
』
で
は
「
昔
在
霊
山
の　

御
名
は
法
華
一
仏　

今
西
方
の

主
又　

娑
婆
示
現
し
給
ひ
て　

わ
れ
等
が
為
の
観
世
音
」
と
引
用
さ

れ
、『
誓
願
寺
』
で
は
「
聖
衆
来
迎
す　

落
日
の
前
と
か
や　

昔
在

霊
山
の
御
名
は　

法
華
一
仏　

今
西
方
弥
陀
如
来　

慈
眼
視
衆
生
現

れ
て　

娑
婆
示
現
観
世
音　

三
世
利
益
同
一
體
あ
り
が
た
や
わ
れ
等

が
為
の
悲
願
な
り
」
と
謡
わ
れ
、
聖
衆
来
迎
は
「
阿
弥
陀
仏
信
仰
」

と
「
観
音
信
仰
」
と
を
同
時
に
内
包
し
て
い
る
。

　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
巻
十
七
所
収
の
古
浄
瑠
璃
「
桂
泉

観
世
音
御
本
地
」
に
は
「
其
時
行
基
大
僧
正　

大
音
声
に
て
曰
ふ
は　

こ
ん
ざ
い
西
方
妙
阿
弥
陀　

し
ゃ
く
さ
い
り
ゃ
う
せ
ん
妙
法
花　

ち

ょ
く
せ
の
末
代
妙
観
音
」（
下
之
巻
）

　

こ
の
偈
が
多
く
い
ろ
い
ろ
の
も
の
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
云
う
こ

と
は
、
阿
弥
陀
仏
で
あ
れ
観
世
音
で
あ
れ
信
心
に
は
変
わ
り
が
な
い

と
い
う
、
庶
民
の
仏
教
受
容
の
あ
り
方
の
例
と
い
え
る
。

　

近
松
門
左
衛
門
も
世
話
物
浄
瑠
璃
『
女
殺
油
地
獄
』
の
な
か
に
こ

の
偈
を
引
用
し
て
い
る
。
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群
衆
の
回
向
の
種　

未
来
成
仏
疑
ひ
な
き　

恋
の
手
本
と
な
り
に
け

り
」
と
い
う
聖
衆
来
迎
の
視
座
が
で
き
る
。

（
補
注
）

①
岩
波
、「
日
本
古
典
文
学
大
系
・
栄
花
物
語
下
」

②
佛
書
刊
行
會
刊
「
大
日
本
佛
教
全
書
」
第
一
〇
七
冊

③
同
書

④
同
書

⑤
「
新
群
書
類
従
」
第
六

⑥
「
日
本
歌
謡
集
成
」
第
四
巻
「
和
讃
雑
集
」
一
五
二

⑦
中
央
公
論
社
刊
「
解
註
謡
曲
全
集
」
巻
五

⑧
同
巻
二

⑨
岩
波
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
二
四

◎�

近
松
世
話
物
浄
瑠
璃
本
引
用
は
「
近
松
世
話
物
全
集
」（
冨
山
房

刊
全
）
三
巻
藤
井
乙
男
校
注
に
よ
る
。

わ
か
る
。

　
「
今
日
は
田
舎
の
客
で
、
三
十
三
番
の
観
音
様
を
廻
り
ま
し
。
こ

こ
で
晩
ま
で
日
暮
ら
し
に
、
酒
に
す
る
じ
ゃ
と
贅
云
ひ
て
」。
当
時

の
世
話
物
は
今
日
復
活
上
演
さ
れ
る
場
合
と
全
然
性
格
が
ち
が
っ
て
、

三
十
三
所
に
御
身
を
か
け
て　

塵
の
世
に
あ
わ
れ
み
た
ま
ひ
色
で
み

ち
び
き　

情
で
教
え　

恋
を
菩
提
の
橋
と
し
て　

救
ひ
た
も
う
観
世

音
、
そ
れ
は
な
ま
な
ま
し
い
現
代
劇
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
切
り

捨
て
ら
れ
て
い
る
。
後
の
筋
に
は
影
響
は
な
く
、
聖
衆
来
迎
思
想
の

た
め
観
音
廻
り
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
「
阿
弥
陀
仏
信
仰
」
と
「
観
音
信
仰
」
が
合
体
し
て
聖
衆
来
迎
思

想
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
聖
衆
来
迎
思
想
そ
の
も
の
が
「
阿
弥
陀

仏
信
仰
」
と
「
観
音
信
仰
」
を
内
包
し
て
い
る
。

『
曾
根
崎
心
中
』
一
曲
が
「
聖
衆
来
迎
絵
」
を
形
式
的
、
精
神
的
に

ふ
ま
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
「
観
音
廻
り
」
が
『
曾
根
崎
心
中
』
一
曲

の
な
か
に
有
機
的
な
位
置
を
与
え
て
い
る
。

　

そ
う
考
え
た
と
き
に
は
じ
め
て
『
難
波
土
産
』
の
「
く
わ
ん
お
ん

め
ぐ
り
故
二
十
五
の
菩
薩
の
来
迎
の
ぐ
ぜ
い
の
舟
に
よ
そ
へ
て
い
う

也
」
と
「
道
行
」
に
お
け
る
徳
兵
衛
の
「
冥
途
に
ま
し
ま
す
父
母
に

は
追
付
御
目
に
か
か
る
べ
し　

迎
え
給
え
と
泣
き
け
れ
ば
」「
誰
が

告
ぐ
る
と
は
曾
根
崎
の　

森
の
下
風
音
に
聞
こ
え　

取
伝
え　

貴
賤
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１
、
年
頭
の
辞

　
「
大
東
亞
戰
も
既
に
第
二
年
に
入
り
、
國
策
彌
々
整
ひ
戰
意
益
々

堅
く
、
吾
等
の
覺
悟
も
更
に
新
な
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　

黄
金
、
資
財
、
鐡
油
、
炭
鑛
物
量
を
た
の
む
唯
物
主
義
か
ら
脱
却

す
る
の
が
第
一
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
如
何
に
豐
富
で
も
盡
期
あ
り
、

之
に
す
が
る
人
は
餘
れ
ば
横
暴
贅
澤
と
な
り
乏
し
け
れ
ば
搾
取
侵
略

と
な
る
。
須
ら
く
天
地
無
限
の
生
々
發
展
力
を
頂
戴
す
べ
し
、（
中

略
）
我
か
身
に
生
命
、
物
に
財
權
、
心
に
自
由
靈
能
を
主
張
す
る
個

人
主
義
か
ら
脱
却
す
る
の
が
第
二
で
あ
る
。
自
覺
獨
立
人
權
な
ど
の

勝
手
な
主
張
や
自
分
の
み
息
災
延
命
得
福
せ
ん
と
祈
願
す
る
迷
信
や

を
捨
て
、
一
大
生
命
に
歸
一
せ
ん
が
た
め
に
承
詔
必
謹
歸
佛
精
進
す

べ
き
で
あ
る
。
我
が
榮
華
や
錢
儲
や
自
由
や
で
な
く
、
こ
の
全
身
み

業
に
勵
み
大
御
心
に
遵
ふ
ば
か
り
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
昭
和
十
八
年
に
財
團
法
人
「
共
生
會
」
に
よ
っ
て
刊
行

さ
れ
た
月
刊
『
共
生
』
誌
の
一
月
号
か
ら
十
二
月
号
ま
で
に
掲
載
さ

れ
た
椎
尾
辨
匡
師
の
執
筆
文
、
講
演
録
の
中
か
ら
椎
尾
師
の
言
説
に

つ
い
て
、
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

椎
尾
師
の
言
説
に
つ
い
て
以
下
の
項
目
を
設
け
、
見
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

１
、
年
頭
の
辞

２
、
五
条
の
誓
願

３
、
対
米
英
感

４
、
敵
愾
心

５
、
教
育

６
、
宗
教

７
、
学
徒
出
陣

昭
和
十
八
年
『
共
生
』
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
師
の
言
説
に
つ
い
て

加　

藤　

良　

光
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勤
に
勵
む
べ
き
こ
と
。

　

五
、�

長
期
の
國
難
を
も
忍
受
し
脚
下
の
事
務
を
徹
底
す
る
こ
と
、

特
に
增
産
、
造
船
、
重
點
力
行
、
勤
儉
貯
蓄
、
日
本
的
教
育

信
行
に
勉
む
べ
き
こ
と
。」

　

椎
尾
師
は
各
条
の
解
説
の
結
語
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

「
一
、
信
根
を
確
立
し
時
論
の
指
導
た
る
べ
き
こ
と
。」

　
「
か
く
て
共
生
同
人
は
二
十
餘
年
一
貫
し
た
信
仰
に
育
て
ら
れ
た

が
、
愈
々
明
る
い
信
仰
の
上
に
立
ち
、
信
根
を
し
つ
か
り
と
立
て
ゝ

時
論
の
指
導
た
る
べ
き
様
に
努
む
べ
き
で
あ
る
。」

「
二
、
躬
行
に
精
進
し
實
踐
の
礎
石
た
る
べ
き
こ
と
。」

　
「
此
の
秋
に
當
つ
て
共
生
同
人
は
愈
々
信
仰
を
人
間
生
活
、
日
常

生
活
の
中
に
立
て
、
益
々
身
を
以
て
精
進
し
、
衆
の
範
と
な
り
實
踐

の
礎
石
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。」

「
三
、
大
御
い
の
ち
大
御
心
に
歸
一
し
大
御
業
に
勵
む
べ
き
こ
と
。」

　
「
佛
敎
は
業
道
を
説
い
た
が
徹
底
せ
ず
本
當
の
も
の
が
失
は
れ
た

が
、
共
生
同
人
は
廿
年
來
業
務
道
に
つ
い
て
、
本
當
に
ま
と
ま
つ
た

道
と
し
て
學
び
實
踐
し
來
つ
た
筈
で
あ
る
。
此
際
一
層
奮
起
し
て
、

大
御
心
に
す
べ
て
を
歸
一
し
奉
り
、
陛
下
の
大
み
業
を
歓
喜
奉
行
せ

ん
こ
と
を
切
望
す
る
。
今
日
程
、
大
み
い
の
ち
に
歸
一
し
、
大
御
業

　

缼
乏
に
立
ち
上
り
艱
難
に
踊
躍
刻
々
の
業
務
に
帝
業
を
賛
し
如
來

を
拜
み
眞
人
の
有
難
さ
を
感
謝
す
る
銃
後
日
本
國
民
の
新
體
制
、
眞

生
活
態
度
を
確
立
す
る
の
が
今
年
の
急
務
で
あ
り
、
以
て
長
久
に
戰

線
を
推
進
し
得
べ
く
、
又
以
て
萬
邦
を
新
序
眞
體
に
導
成
し
得
る
譯

で
あ
る
。」

（『
共
生
』
誌
、
昭
和
十
八
年
一
月
号
・
一
頁
「
年
頭
の
辭
」、
執
筆

文
）

　

と
あ
っ
て
、
椎
尾
辨
匡
師
は
昭
和
十
八
年
の
年
頭
の
辞
と
し
て
、

大
東
亜
戦
争
の
第
二
年
目
に
あ
た
り
唯
物
主
義
個
人
主
義
か
ら
脱
却

し
て
承
詔
必
謹
大
御
心
に
従
う
こ
と
が
銃
後
の
日
本
国
民
と
し
て
急

務
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

２
、
五
条
の
誓
願

　

椎
尾
辨
匡
師
は
昭
和
十
八
年
六
月
二
十
二
日
、
共
生
記
念
日
に
あ

た
り
、
本
年
に
念
願
す
る
要
目
五
ヵ
条
を
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
五
と

は
、

「
一
、
信
根
を
確
立
し
時
論
の
指
導
た
る
べ
き
こ
と
。

　

二
、
躬
行
に
精
進
し
實
踐
の
礎
石
た
る
べ
き
こ
と
。

　

三
、
大
御
い
の
ち
大
御
心
に
歸
一
し
大
御
業
に
勵
む
べ
き
こ
と
。

　

四
、�

行
届
か
ぬ
は
我
が
過
と
省
み
縁
の
下
の
力
持
ち
葉
が
く
れ
の
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３
、
対
米
英
感

　
「
米
の
準
備
は
段
々
と
増
強
し
刻
々
に
日
本
を
壓
迫
し
て
來
た
事

で
あ
る
。
昨
年
の
四
月
ま
で
は
米
は
全
敗
で
あ
つ
た
が
四
月
か
ら
は

日
本
に
も
多
少
の
損
害
が
あ
つ
た
。
本
年
五
月
か
ら
は
ア
リ
ユ
ー
シ

ア
ン
、
ソ
ロ
モ
ン
方
面
の
戰
局
で
は
五
分
々
々
一
進
一
退
と
い
ふ
膠

着
状
態
と
な
り
戰
は
日
毎
に
苛
烈
を
加
え
て
來
た
。（
中
略
）
一
昨

年
の
戰
爭
の
開
始
以
前
は
、
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
等
首
腦
部
の
動
き
で

あ
つ
た
が
、
今
日
は
全
米
人
が
意
識
し
て
進
め
て
ゐ
る
。
即
ち
西
洋

文
化
の
支
持
、
西
洋
文
物
及
民
族
を
保
存
す
る
た
め
の
戰
ひ
で
あ
る

と
、
米
人
心
、
歐
米
の
人
心
を
新
に
し
て
抗
日
を
あ
ふ
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。（
中
略
）
思
想
生
活
に
於
て
は
日
本
に
は
大
な
る
力
が
あ

り
、
必
ず
切
り
抜
け
る
こ
と
ゝ
考
へ
る
が
、
一
般
民
衆
を
支
配
す
る

も
の
は
米
英
模
倣
で
あ
る
。
之
を
撃
滅
し
盡
し
て
そ
の
殘
滓
を
出
さ

な
い
様
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
米
英
思
想
を
持
つ
も
の
は
、
米
英

が
調
子
づ
い
て
來
る
と
も
う
駄
目
だ
と
考
へ
る
、
是
は
知
ら
ず
し
て

敵
の
謀
略
に
か
ゝ
る
の
で
あ
る
。」

（『
共
生
』
誌
、
昭
和
十
八
年
十
月
号
・
十
一
頁
～
十
二
頁
「
聖
業
に

生
き
る
（
一
）」、
昭
和
十
八
年
八
月
九
日
・
共
生
会
中
部
結
衆
・
愛

知
龍
泉
院
に
て
の
講
演
録
）

に
捧
げ
働
く
事
の
大
切
な
る
時
機
は
な
い
の
で
あ
る
。」

「
四
、�
行
届
か
ぬ
は
我
が
過
と
省
み
縁
の
下
の
力
持
ち
葉
が
く
れ
の

勤
に
勵
む
べ
き
こ
と
。」

　
「
共
生
同
人
は
廿
年
來
、
會
の
盛
大
、
會
員
の
多
數
を
目
標
に
せ

ず
、
た
ゞ
黙
々
國
の
た
め
道
の
た
め
と
捧
げ
て
來
た
。
今
や
時
局
ま

こ
と
に
重
大
、
一
層
縁
の
下
の
力
持
ち
葉
が
く
れ
の
勤
め
に
勵
ま
ね

ば
な
ら
な
い
。」

「
五
、�

長
期
の
國
難
を
も
忍
受
し
脚
下
の
事
務
を
徹
底
す
る
こ
と
、

特
に
增
産
、
造
船
、
重
點
力
行
、
勤
儉
貯
蓄
、
日
本
的
教
育

信
行
に
勉
む
べ
き
こ
と
。」

　
「
時
は
今
で
あ
る
。
處
は
脚
下
で
あ
る
。
共
生
同
人
は
よ
ろ
し
く

こ
の
重
大
時
局
下
に
立
つ
て
且
つ
意
義
あ
る
共
生
記
念
日
を
通
し
て

決
心
を
新
に
し
猛
進
さ
れ
ん
事
を
切
望
し
て
已
ま
な
い
次
第
で
あ

る
。」

（『
共
生
』
誌
、
昭
和
十
八
年
八
月
号
・
二
頁
～
七
頁
「
五
條
の
誓

願
」、
昭
和
十
八
年
六
月
二
十
二
日
・
東
京
教
善
寺
に
て
の
講
演
録
）

　

こ
の
よ
う
に
、
椎
尾
師
は
昭
和
十
八
年
の
共
生
会
実
践
要
目
と
し

て
時
論
指
導
・
実
践
礎
石
・
天
皇
帰
一
・
葉
隠
勉
励
・
脚
下
徹
底
を

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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と
あ
っ
て
椎
尾
師
は
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
正
し
い
敵

愾
心
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

５
、
教
育

　
「
敎
育
に
於
て
敎
育
者
の
敎
育
技
術
は
、
歐
米
の
模
倣
で
あ
つ
て
、

末
節
的
な
研
究
や
技
術
の
發
達
が
あ
つ
て
、
眞
面
目
な
意
味
の
敎
育

は
な
く
妙
な
處
に
發
達
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
本
年
か
ら

は
時
局
指
導
は
敎
育
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
が
一
層
強
調
さ

れ
る
や
う
に
な
り
、
國
民
敎
育
の
考
察
も
進
め
ら
れ
、
大
御
心
を
體

し
て
日
本
精
神
の
確
立
に
邁
進
、
皇
道
に
則
る
敎
育
に
拍
車
を
か
け

る
様
に
な
つ
た
事
は
喜
ば
し
い
次
第
で
あ
る
。」

（『
共
生
』
誌
、
昭
和
十
八
年
十
月
号
・
十
四
頁
「
聖
業
に
生
き
る

（
一
）」、
昭
和
十
八
年
八
月
九
日
・
共
生
会
中
部
結
衆
・
愛
知
龍
泉

院
に
て
の
講
演
録
）

　

と
あ
っ
て
椎
尾
師
は
、
従
来
の
教
育
は
欧
米
の
模
倣
で
あ
っ
た
が
、

本
年
か
ら
皇
道
教
育
に
拍
車
が
か
か
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
と
説
か

れ
て
い
る
。

６
、
宗
教

　
「
將
來
の
宗
敎
は
少
く
と
も
社
會
の
敎
化
力
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

と
あ
っ
て
椎
尾
師
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
と
の
戦
い
が
昨
年
と
異
な
っ

て
日
本
に
も
損
害
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
西
洋
文
物
及
び
民
族
保
存

の
た
め
に
日
本
と
戦
っ
て
お
り
、
日
本
の
一
般
民
衆
に
は
ア
メ
リ

カ
・
イ
ギ
リ
ス
の
思
想
を
持
っ
て
い
る
者
が
い
る
が
そ
の
考
え
は
敵

の
謀
略
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
か
ら
撃
滅
し
尽
く
す
べ
き
と
論
じ
ら

れ
て
い
る
。

４
、
敵
愾
心

　
「
米
英
は
歐
米
文
化
の
支
持
、
西
洋
文
物
及
民
族
を
維
持
す
る
た

め
の
戰
で
あ
る
と
い
ふ
が
、
こ
の
西
洋
文
化
に
對
し
て
我
は
如
何
な

る
態
度
を
と
る
か
、
米
英
が
病
院
船
を
襲
ふ
に
對
し
て
我
は
斷
じ
て

是
を
な
さ
ず
と
云
ひ
、
米
英
が
幼
兒
を
殺
傷
す
る
と
も
我
は
是
を
な

さ
ず
と
す
る
。
父
は
敵
彈
に
死
す
と
も
我
は
大
義
に
生
き
ん
と
敎
へ

る
母
の
言
葉
こ
そ
眞
の
敵
愾
心
で
あ
る
。
單
な
る
復
讐
心
で
は
な
い
。

七
百
年
前
の
仇
討
で
は
な
く
、
陛
下
の
大
御
心
を
貫
く
敵
愾
心
を
、

正
し
い
敵
愾
心
を
一
切
を
抱
擁
し
つ
ゝ
不
義
不
徳
を
せ
ぬ
と
い
ふ

堂
々
た
る
敵
愾
心
を
以
て
對
す
る
の
で
あ
る
。」

（『
共
生
』
誌
、
昭
和
十
八
年
十
一
月
号
・
十
三
頁
「
聖
業
に
生
き
る

（
二
）」、
昭
和
十
八
年
八
月
九
日
・
共
生
会
中
部
結
衆
・
愛
知
龍
泉

院
に
て
の
講
演
録
）
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分
に
米
英
の
模
倣
あ
り
、
事
實
に
於
て
日
本
的
な
ら
ぬ
も
の
が
多
い
。

ま
た
そ
の
思
想
も
、
先
生
の
個
人
主
義
、
自
由
主
義
も
、
日
本
的
と

は
云
へ
な
い
。
是
ら
か
ら
米
英
主
義
を
取
去
る
こ
と
は
至
難
に
近
か

つ
た
。

　

然
る
に
學
徒
の
出
征
と
い
ふ
壯
擧
は
是
等
の
問
題
を
解
決
す
る
事

と
な
つ
た
。
學
徒
の
出
陣
は
壯
丁
の
必
要
よ
り
起
つ
た
事
で
あ
る
が
、

而
し
て
全
學
徒
と
い
ふ
事
で
あ
る
が
、
結
果
は
法
文
系
の
者
が
即
時

入
営
と
な
り
、
十
二
月
一
日
乃
至
十
日
に
入
つ
て
軍
的
敎
育
を
受
け
、

來
年
一
つ
ぱ
い
に
て
そ
の
資
格
を
得
る
の
で
あ
る
。
理
工
科
は
即
時

入
営
で
は
な
い
が
、
そ
の
學
地
に
於
て
軍
的
敎
育
を
受
け
る
の
で
あ

る
か
ら
、
結
局
は
同
じ
で
全
學
徒
が
茲
に
軍
的
敎
育
を
受
け
る
事
と

な
つ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
要
す
る
に
敎
育
は
軍
と
協
力
す
る
軍

的
敎
育
と
な
り
、
又
一
方
實
生
活
に
必
要
な
る
も
の
で
空
虚
な
る
敎

育
は
叩
き
破
り
、
錬
り
直
し
、
以
て
剛
健
質
實
で
大
御
命
に
従
ひ
大

み
業
に
捧
げ
る
皇
國
民
と
な
す
の
で
あ
る
。

　

學
徒
の
戰
陣
に
走
せ
參
じ
る
の
は
決
し
て
職
業
の
た
め
で
は
な
い
。

唯
だ
至
純
君
國
の
た
め
に
筆
を
捨
て
ゝ
走
せ
參
ず
る
の
で
あ
る
。
此

の
靑
年
將
校
の
下
に
又
靑
少
年
が
走
せ
參
じ
、
茲
に
新
鮮
優
秀
な
る

軍
力
が
倍
加
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

學
徒
の
出
陣
は
商
人
の
轉
廢
と
共
に
大
い
な
る
敎
育
の
變
化
を
來

大
御
心
に
歸
一
し
、
大
生
命
に
隨
順
し
て
共
に
生
き
る
喜
び
を
感
じ

る
、
共
同
の
信
仰
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
個
人
々
々
の
信
仰
や
、
宗

派
敎
派
を
越
え
、
共
同
の
大
生
活
に
一
致
せ
し
め
る
様
に
す
る
た
め

の
一
大
敎
化
力
と
な
る
必
要
が
あ
る
。

　

宗
敎
團
體
法
は
個
人
靈
魂
を
否
定
し
て
ゐ
る
。
國
家
は
共
生
を
取

入
れ
た
と
は
云
は
な
い
が
、
共
生
、
共
同
生
命
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
。

本
當
の
信
仰
は
大
生
命
主
義
で
あ
つ
て
、
全
世
界
は
一
つ
に
つ
な
が

り
一
國
と
し
て
處
を
得
ざ
る
こ
と
な
か
ら
し
む
八
紘
爲
宇
の
信
念
で

あ
る
。
即
ち
宗
敎
に
根
本
的
な
改
革
を
與
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
傳

統
の
宗
派
敎
派
に
拘
泥
す
る
も
の
に
は
大
き
な
惱
み
で
あ
る
。」

（『
共
生
』
誌
、
昭
和
十
八
年
十
月
号
・
十
四
頁
・
五
頁
「
聖
業
に
生

き
る
（
一
）」、
昭
和
十
八
年
八
月
九
日
・
共
生
会
中
部
結
衆
・
愛
知

龍
泉
院
に
て
の
講
演
録
）

　

と
あ
っ
て
椎
尾
師
の
説
く
宗
教
と
は
、
大
御
心
に
帰
一
す
る
信
仰
、

つ
ま
り
天
皇
を
中
心
と
す
る
宗
教
で
あ
り
、
伝
統
の
宗
派
教
派
を
越

え
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

７
、
学
徒
出
陣

　
「
本
年
に
入
つ
て
中
等
敎
育
も
高
專
大
學
も
皇
道
に
則
る
敎
育
に

新
し
く
出
發
し
た
。
然
る
に
そ
の
敎
育
の
課
程
に
、
理
工
醫
等
も
多
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し
、
更
に
都
市
の
農
村
化
と
共
に
決
戰
下
の
一
大
改
革
で
あ
り
斯
く

し
て
着
々
と
自
由
主
義
よ
り
擧
國
一
體
へ
と
邁
進
す
る
の
で
あ
る
。」

（『
共
生
』
誌
、
昭
和
十
八
年
十
二
月
号
・
二
頁
～
三
頁
「
敎
育
の
新

方
向
」、
昭
和
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
・
東
京
霊
巌
寺
に
て
の
講

演
録
）

　

と
あ
っ
て
、
椎
尾
師
は
学
徒
の
出
陣
は
皇
道
教
育
に
基
づ
き
、
徴

兵
の
必
要
か
ら
起
こ
っ
た
壮
挙
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
純
粋
に
国
家
の

た
め
の
一
大
改
革
で
あ
る
と
し
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
昭
和
十
八
年
『
共
生
』
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
師
の
言
説

に
つ
い
て
、
年
頭
の
辞
・
五
条
の
誓
願
・
対
米
英
感
・
敵
愾
心
・
教

育
・
宗
教
・
学
徒
出
陣
の
項
目
を
立
て
て
検
討
し
て
き
た
訳
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
太
平
洋
戦
争
が
二
年
目
と
な
り
、
ア

メ
リ
カ
軍
と
の
戦
い
が
昨
年
と
異
な
っ
て
日
本
に
も
損
害
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
敵
愾
心
を
持
っ
て
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
の
思
想
を
撃
滅

し
、
皇
道
教
育
・
天
皇
中
心
の
宗
教
を
進
め
、
学
徒
の
出
陣
は
国
家

の
た
め
の
一
大
改
革
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
。
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一
、
は
じ
め
に

　
　

浄
土
宗
の
教
学
研
究
と
五
重
相
伝
の
伝
法
を
同
一
視
す
る
こ
と

は
不
自
然
と
い
え
る
。
何
故
な
ら
ば
、
五
重
相
伝
は
浄
土
宗
の
も
つ

特
有
な
布
教
教
化
活
動
で
あ
り
、
明
治
以
来
在
家
五
重
と
し
て
様
々

な
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
、
研
究
目
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

が
、
浄
土
宗
の
相
伝
と
な
れ
ば
、
宗
祖
法
然
上
人
の
門
流
で
あ
る
浄

土
宗
鎮
西
派
と
浄
土
宗
西
山
派
に
求
め
ら
れ
、
派
祖
（
聖
光
と
證

空
）
の
宗
祖
か
ら
の
相
伝
に
大
き
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
申
す
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
総
本
山
を
知
恩
院
と
す
る
鎮

西
派
と
栗
生
の
光
明
寺
を
総
本
山
と
す
る
西
山
派
両
者
の
五
重
相
伝

に
お
い
て
、
念
仏
相
承
の
違
い
を
念
頭
に
お
い
て
、
五
重
相
伝
の
あ

り
方
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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鎮
西
派

初
重

　
　
『
往
生
記
』
法
然
上
人
作

　

○
難
遂
往
生
機

　
　
　

四
障　

疑
心
、
懈
怠
、
自
力
、
高
慢

　
　
　
　

四
機　

信
心
、
精
進
、
他
力
、
卑
下

　

○
種
々
念
仏
往
生
機
愚
鈍
念
仏
往
生

「
い
か
な
る
愚
か
な
者
に
て
も
」
と
機
根
を
説
示
す
る
。

行
者
に
於
け
る
「
機
根
」
は
、
自
行
念
仏
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

二
重

　
　
『
末
代
念
仏
授
手
印
』
二
祖
聖
光
作

　
　

三
心
（
至
誠
心
、
深
心
、
回
向
発
願
心
）

　
　

起
行
（
念
仏
実
践
方
法
）

　
　

作
業
（
四
修
、
三
種
行
儀
）

「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
う
れ
ば
」
と
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
る
に
は

い
か
な
る
行
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
数
遍
の
自
行
念
仏
を
重
視
す
る
。

二
、
五
重
相
伝
に
お
け
る
西
山
派
と
の
比
較

西
山
派

初
重

安
心　

起
行　

作
業
の
口
訣

「
散
善
義
」「
観
門
義
」「
散
他
筆
鈔
」『
往
生
論
』

三
心
（
至
誠
心
、
深
心
、
回
向
発
願
心
）、
起
行
、
南
無
阿
弥
陀

仏
、
作
業
（
恭
敬
修
、
無
餘
修
、
無
間
修
、
長
時
修
）

私
か
ら
「
誠
を
至
す
」
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
如
来
か
ら
「
至
れ

る
誠
」
を
そ
の
ま
ま
頂
く
、
弥
陀
他
力
の
真
実
に
帰
し
た
念
仏
の

相
伝
。

二
重

　
　

三
種
行
儀
用
三
想
之
口
訣

　
　

三
種
行
儀
（
尋
常
行
儀
、
別
時
行
儀
、
臨
修
行
儀
）

　

初
重
の
相
伝
に
よ
っ
て
安
心
を
領
解
し
、
日
々
の
生
活
が
念
仏

生
活
と
な
っ
た
人
に
つ
い
て
、
そ
の
念
仏
生
活
が
営
ま
れ
る
形
式

（
行
儀
）
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
行
儀
の
時
は
、「
我
が
身
、 

口
、
意
の
三
業
を
清
め
て
」
念
仏
せ
よ
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。
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三
重

　
　
『
領
解
末
代
念
仏
授
手
印
鈔
』
三
祖
良
忠
作

　
　

三
彗
（
聞
彗
、
思
彗
、
修
彗
）

「
往
生
す
る
ぞ
と
思
い
と
り
」
と
念
仏
で
救
わ
れ
る
こ
と
が
は
っ

き
り
と
了
解
さ
れ
た
と
う
け
と
る
も
の
で
あ
る
。

「
授
手
印
の
結
帰
一
行
が
我
々
衆
生
の
行
業
」
へ
の
結
帰
一
行
の

念
仏
と
み
る
。

四
重

　
　
『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』
三
祖
良
忠
作

　
　

二
河
は
白
道
の
比
喩

　

二
河 

水
右
陰
北
貪
欲

　
　
　
　

 

火
左
陽
南
瞋
恚

　

白
道
―
往
生
を
願
う
清
浄
心

　

異
学
異
見
―
別
解
別
行
の
声

「
一
点
も
疑
い
な
く
」
と
受
け
と
り
、
念
仏
生
活
の
中
で
実
際
に

起
こ
る
疑
念
を
全
て
払
い
の
け
、
信
仰
が
自
分
自
身
の
も
の
と
な

三
重

　
　

弥
陀
仏
願
教
十
念
之
口
訣

　

十
八
願
の
文
と
円
相
と
が
示
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
四
十

八
願
あ
る
も
す
べ
て
十
八
願
に
窮
ま
る
も
の
で
、
そ
の
本
願
力
に

よ
っ
て
救
い
の
力
と
し
て
成
就
遊
ば
さ
れ
た
と
す
る
。
弘
願
教
の

十
念
は
、
十
の
字
の
横
の
一
点
は
十
方
衆
生
の
往
生
を
示
し
、
縦

の
一
点
は
三
世
諸
仏
の
内
証
の
大
慈
悲
を
救
済
の
力
と
し
て
成
就

な
さ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
の
正
覚
を
示
す
と
す
る
。

四
重

　
　

釈
迦
要
門
教
十
念
之
口
訣

　

要
門
と
は
、
弘
願
に
入
る
門
と
い
う
義
で
、
要
門
教
は
、
発
遣

教
主
釈
迦
牟
尼
如
来
が
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
を
私
共
に
説
い
て
聞
か

せ
て
、
そ
の
願
力
に
乗
じ
て
往
生
せ
し
め
た
ま
う
と
い
う
教
え
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

願
行
具
足
の
念
仏
は
、
一
声
一
念
ご
と
に
、
他
力
の
南
無
阿
弥
陀

仏
で
、
我
々
の
往
生
業
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
口
に
南
無
阿
弥

陀
仏
と
称
え
出
す
所
に
衆
生
往
生
の
願
行
が
具
足
し
、
仏
体
の
功
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さ
せ
る
。
心
に
阿
弥
陀
仏
、
我
を
助
け
た
ま
え
と
思
い
口
に
阿
弥

陀
仏
と
称
う
れ
ば
、
三
心
具
足
の
念
仏
と
申
す
な
り
。

五
重

　
　
『
往
生
論
註
』
曇
鸞

　

○
口
授
心
伝
の
相
伝

「
信
」
こ
そ
念
仏
相
続
の
信
仰
に
生
き
る
必
須
の
決
定
事
項
と
す
。

念
仏
の
口
授
相
伝
で
、
在
心
―
心
に
つ
い
て
、
在
縁
―
相
手
に
つ

い
て
、
在
決
定
―
時
節
の
心
理
状
態
を
含
み
置
き
、
単
信
口
称
の

勝
方
便
を
、
口
伝
に
て
相
伝
す
る
も
の
で
あ
る
。

徳
は
悉
く
名
号
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
正
定
業
の
念
仏

と
す
る
。

五
重

　
　

決
定
往
生
安
心
十
念
之
口
訣

　

色
身
当
処
の
十
念
と
も
、
面
相
の
十
念
と
も
、
又
、
西
山
一
流

八
幡
相
承
と
も
い
う
。
西
山
上
人
の
御
法
語
に
、「
た
た
ら
ふ
む

鋳
物
師
が
鋳
型
土
な
れ
ど
中
に
黄
金
の
仏
こ
そ
あ
れ
」
と
、
凡
夫

の
こ
の
身
に
貴
い
仏
様
の
住
居
が
あ
る
と
あ
る
如
く
、
凡
夫
の
往

生
を
確
約
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
十
念
の
口
訣
が
あ
る
。

三
、
法
然
上
人
の
念
仏
相
承

　

法
然
上
人
の
念
仏
は
、
あ
く
ま
で
も
選
択
本
願
口
称
他
力
の
念
仏

で
あ
る
事
に
相
違
な
い
け
れ
ど
も
、
浄
土
宗
（
鎮
西
派
）
二
祖
聖
光

は
、『
徹
選
択
本
願
念
仏
集
』（
上
下
二
巻
）（
以
下
『
徹
選
択
集
』

と
省
略
す
）
に
お
い
て
、「「
念
仏
と
言
う
は
、
こ
れ
諸
師
所
立
の
口

称
念
仏
な
り
」、「「
本
願
」
と
言
う
は
、
こ
れ
善
導
所
立
の
本
願
念

仏
な
り
」、「「
選
択
」
と
言
う
は
、
こ
れ
善
導
所
立
の
本
願
念
仏
な

り
」
と
し
て
い
る
。
聖
光
は
、
法
然
上
人
畢
生
の
著
『
選
択
本
願
念

仏
集
』（
以
下
『
選
択
集
』
と
省
略
す
）
に
は
一
切
関
与
せ
ず
、
す

べ
て
字
義
の
解
決
を
も
っ
て
『
徹
選
択
集
』
を
記
し
て
い
る
訳
で
、

「
そ
も
そ
も
弟
子
某
甲
（
聖
光
を
さ
す
）、
こ
の
『
徹
選
択
集
』
を
造

っ
て
、
上
人
の
『
選
択
集
』
に
添
え
る
の
意
は
、
深
く
以
て
そ
の
選

択
の
義
を
述
し
徹
せ
ん
が
為
な
り
」
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
法
然

上
人
に
は
す
で
に
嗣
法
の
弟
子
證
空
が
『
選
択
集
』
の
編
集
に
加
わ

っ
て
お
り
、
選
択
本
願
念
仏
の
本
義
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
證
空
に

託
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
筆
写
を
許
可
さ
れ
た
聖
光
の
身
分
で
、「
今
、

浄
土
門
に
入
る
後
、
ま
た
こ
の
選
択
本
願
念
仏
往
生
の
義
を
相
承
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い
る
の
が
西
山
派
の
行
観
で
、
与
門
、
奪
門
、
合
釈
と
い
う
弁
証
法

に
て
解
明
さ
れ
て
い
る
様
で
、
た
だ
単
な
る
自
力
の
念
仏
に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、
他
力
の
中
に
「
悪
人
正
機
」（
下
三
品
を
対
象
）
と

す
る
二
段
階
解
消
法
に
て
「
念
仏
往
生
」
を
位
置
づ
け
て
あ
り
、
数

遍
（
自
力
）
の
念
仏
に
は
結
び
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
る
。

四
、「
授
手
印
相
承
」
に
つ
い
て
の
真
意

　

浄
土
宗
に
お
い
て
「
授
手
印
」
の
相
承
は
、
二
祖
聖
光
著
『
末
代

念
仏
授
手
印
』
に
よ
る
と
「
弟
子
（
聖
光
）
が
昔
の
聞
に
任
せ
、
沙

門
が
相
伝
に
依
っ
て
、
こ
れ
を
録
し
て
、
留
め
て
向
後
に
贈
る
。
仍

っ
て
末
代
の
疑
い
を
決
せ
ん
が
為
、
未
来
の
証
に
備
え
ん
が
為
に
、

手
印
を
以
て
証
と
為
し
て
、
筆
記
す
る
所
左
の
如
し
。」
と
あ
る
様

に
、
浄
土
の
業
を
正
さ
ん
が
た
め
に
、
手
印
を
も
っ
て
証
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
手
印
」
と
は
、
二
祖
聖
光
に
よ
る
独
特
な

相
承
に
て
、
念
仏
行
に
お
い
て
も
、「
た
し
か
に
以
て
、
口
に
唱
う

る
所
は
、
五
萬
六
萬
誠
に
以
て
、
心
に
持
つ
所
は
、
四
修
三
心
な
り
。

こ
れ
に
依
っ
て
自
行
を
専
ら
に
す
る
の
時
は
、
口
称
の
数
遍
を
以
て

正
行
と
為
し
、
化
他
を
勧
む
る
の
日
は
、
称
名
の
多
念
を
以
て
浄
業

と
教
う
。」
と
自
行
の
数
遍
の
称
名
念
仏
で
あ
る
と
し
、
自
行
（
自

力
）
の
念
仏
相
承
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
三
祖
良
忠
著
『
領
解
末
代

す
」
と
ま
で
よ
く
口
に
で
き
た
も
の
で
、「
今
ま
た
重
ね
て
『
徹
選

択
集
』
を
造
る
こ
と
、
何
の
要
用
有
り
や
」
と
あ
る
も
、「
先
師
上

人
（
法
然
上
人
）
の
広
学
博
覧
の
智
徳
を
顕
さ
ん
が
為
な
り
」
と
い

っ
て
は
見
て
も
、
果
し
て
聖
光
に
は
そ
れ
に
答
え
ら
れ
る
も
の
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
こ
の
『
選
択
集
』
を
抛
っ
て
、
今
案
の
私

義
を
立
て
る
の
間
、
異
義
蘭
菊
に
し
て
邪
徒
紛
紛
た
り
」
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
何
故
同
門
の
兄
弟
子
と
な
る
證
空
に
事
の
理
非
を
問
い

正
さ
な
い
の
か
も
疑
問
で
あ
る
。

　

最
重
要
点
と
な
る
他
力
と
自
力
の
念
仏
に
つ
い
て
、「
問
う
て
曰

く
、
あ
る
人
の
云
く
、
他
力
往
生
は
こ
れ
往
生
の
正
行
、
自
力
往
生

は
全
く
そ
の
正
行
に
非
ず
。
こ
の
義
、
如
何
。」
に
対
し
、
聖
光
は
、

「
偏
に
信
心
を
取
っ
て
こ
れ
を
以
て
他
力
と
す
る
こ
と
、
全
く
そ
の

本
文
無
し
。」
と
答
え
て
い
る
。『
浄
土
宗
聖
典
』(
第
三
巻)

の
解

題
で
は
、「
然
師
所
立
の
選
択
念
仏
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
念
仏
の

教
え
が
確
立
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。」
と
あ
る
。
と
な

れ
ば
、
人
の
ふ
ん
ど
し
で
土
俵
に
あ
が
り
、
勝
敗
の
論
義
を
す
る
様

な
も
の
で
、『
選
択
集
』（
第
四
章
～
第
六
章
）
で
は
、
九
品
往
生
を

明
確
に
し
て
お
り
、
下
三
品
の
往
生
が
悪
人
正
機
と
位
置
づ
け
、
善

導
勧
化
の
念
仏
に
な
い
元
祖
独
自
の
見
解
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
ル
ー

ツ
と
な
る
も
の
は
、
天
台
大
師
に
あ
り
、
そ
の
手
が
か
り
を
示
し
て
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果
し
て
、「
お
よ
そ
古
今
水
火
し
、
師
資
雲
泥
な
り
。
い
か
で
か
相

伝
と
言
わ
ん
。」
と
ま
で
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
っ
て
、

「
故
上
人
の
門
徒
の
中
に
愚
人
多
く
、
上
人
の
御
義
を
黷
す
。」
と
は
、

ま
さ
に
『
選
択
集
』（
二
巻
）
編
集
時
に
お
け
る
安
楽
房
遵
西
の

「
予
若
し
筆
作
の
器
足
ら
ず
ば
か
く
の
如
き
会
座
に
参
ぜ
ざ
ら
ま
し
」

と
吹
聴
し
た
が
る
如
く
、
人
間
性
が
問
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
こ
と

で
あ
る
。
更
に
「
授
手
印
」
に
つ
い
て
詰
め
て
み
る
と
、「
今
、
御

作
の
『
授
手
印
』
必
定
し
て
、
御
稟
承
の
決
印
と
は
仰
ぐ
べ
く
候
う

ら
ん
。」
に
対
し
、
ま
ず
「「
失
念
仏
行
」
と
言
う
は
、
一
念
義
・
弘

願
義
を
立
て
る
輩
、
数
遍
を
廃
す
。
こ
の
義
を
痛
ん
で
、『
授
手
印
』

を
作
る
な
り
と
申
さ
れ
候
」
と
答
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
た
っ
た
こ

れ
だ
け
の
内
容
で
、「
近
代
興
盛
の
義
、
と
も
に
全
く
先
師
（
聖
光
）

の
御
義
に
は
非
ず
。」
と
は
浄
土
宗
も
廃
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
然
る

に
上
人
御
往
生
の
後
、
一
念
義
と
云
う
事
、
繁
昌
せ
し
よ
り
已
来
、

小
坂
の
弘
願
義
、
世
に
興
る
に
至
っ
て
、
人
、
皆
、
先
師
の
御
遺
誡

に
背
き
、
多
く
は
念
仏
の
行
を
廃
す
。
然
る
に
弁
阿
、
先
師
（
法
然

上
人
）
の
御
教
訓
を
守
っ
て
、
毎
日
六
萬
遍
、
畢
命
を
期
と
為
す
。」

と
元
よ
り
噛
み
合
わ
ぬ
自
力
の
念
仏
を
正
統
化
し
て
も
、「
授
手
印

相
承
」
の
説
明
に
は
な
る
け
れ
ど
も
、「
多
念
・
数
遍
を
勧
め
ん
が

為
」
の
自
力
の
念
仏
と
選
択
本
願
の
念
仏
は
異
質
な
も
の
で
、
所
詮
、

念
仏
授
手
印
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
手
印
」
と
は
、

問
う
、
手
印
と
は
、
真
言
に
よ
り
起
れ
り
、
浄
土
宗
の
中
に
何

ぞ
恣
に
こ
れ
を
用
ゆ
る
や
。
答
う
、
世
間
の
王
法
、
な
お
歯
印
、

手
印
有
り
。
い
ま
だ
疑
と
す
る
に
足
ら
ず
。

と
あ
る
け
れ
ど
も
、
当
時
、
世
間
一
般
に
、
手
印
は
「
い
ま
だ
疑
と

す
る
に
足
ら
ず
」
と
い
え
る
程
軽
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

更
に
『
授
手
印
伝
心
抄
』
で
は
、「
今
こ
の
『
手
印
』
製
作
の
由
来

は
、
誠
心
の
体
な
り
と
い
え
ど
も
、
因
み
に
一
宗
の
要
義
法
数
を
釈

す
。」、「
正
し
く
記
主
（
良
忠
）
の
本
意
は
、
一
行
三
昧
に
結
帰
す

る
の
処
に
在
り
。
こ
の
口
伝
を
挙
げ
て
、
以
て
今
こ
の
『
手
印
』
の

奥
旨
と
為
す
。」
と
七
祖
聖
冏
は
記
し
、
こ
こ
に
要
義
と
か
奥
旨
と

い
え
る
だ
け
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
決
答
授
手
印
疑
問

抄
』
に
よ
れ
ば
、「
禅
勝
房
の
所
伝
の
旨
趣
は
貴
し
と
い
え
ど
も
、

学
問
無
き
が
故
に
、
経
釈
の
文
義
に
符
合
す
る
こ
と
能
わ
ず
。」
と

あ
り
、「
所
謂
、
昔
宇
都
宮
の
禅
門
に
誘
引
せ
ら
れ
て
、
一
日
、
善

恵
上
人
の
三
心
の
義
を
聞
く
に
、
一
字
一
言
も
相
伝
の
義
に
非
ず
。」

と
良
忠
は
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、「
学
問
無
き
が
故
に
」、「
誘
引

せ
ら
れ
て
、
一
日
」
と
い
う
の
は
理
解
で
き
る
け
れ
ど
も
、
何
の
経

釈
の
文
義
に
符
合
し
な
い
の
か
、
又
善
恵
房
證
空
の
三
心
に
つ
い
て

何
が
相
伝
の
義
と
合
わ
な
い
の
か
、
具
体
的
な
事
例
の
な
い
ま
ま
に
、
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所
以
を
示
し
て
い
る
。
称
名
の
一
行
と
い
う
正
定
業
は
往
生
の
決
定

し
た
行
業
で
あ
る
。」
と
な
さ
れ
て
い
る
。
聖
光
の
著
述
の
中
で
、

念
仏
行
が
「
他
力
」
で
あ
る
と
す
る
も
の
は
な
く
、『
末
代
念
仏
授

手
印
』
に
よ
る
限
り
、
元
祖
の
本
願
念
仏
に
は
否
定
的
で
、
浄
影
寺

恵
遠
の
修
心
往
生
の
三
心
釈
を
も
っ
て
、「
こ
の
宗
の
大
事
は
こ
の

三
心
な
り
」
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、『
三
部
経
大
意
』
に
、「
他
力

に
乗
じ
て
往
生
を
願
ず
る
を
至
誠
心
な
り
」
と
あ
り
、
自
行
自
力
の

念
仏
を
結
帰
一
行
の
口
称
念
仏
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、『
選
択
』

と
は
他
力
の
念
仏
で
、
本
願
は
仏
の
側
に
あ
り
、「
順
彼
仏
願
故
」

は
、
選
択
本
願
念
仏
が
我
々
衆
生
を
救
わ
ん
が
た
め
に
用
意
下
さ
っ

た
念
仏
往
生
の
事
な
の
で
あ
る

六
、
結
び
に
か
え
て

　

浄
土
宗
の
相
伝
、
相
承
に
お
い
て
は
、
ダ
ブ
ー
視
さ
れ
た
面
が
あ

る
様
で
あ
る
。
ひ
ろ
さ
ち
や
氏
は
、
法
然
上
人
は
念
仏
伝
道
の
闘
士
、

證
空
は
学
者
と
い
う
視
点
で
捉
え
て
お
ら
れ（
２
）る

。

浄
土
宗
の
教
理
、
教
学
面
で
は
、
西
山
派
の
證
空
に
求
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
念
仏
行
は
、
果
し
て
聖
光
に
正
し
く
相
伝
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
選
択
本
願
の
念
仏
が
、
形
骸
化
し
、
寓

宗
化
の
一
途
を
た
ど
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
に
、
聖
光

九
品
往
生
に
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

五
、「
選
択
本
願
の
念
仏
」
と
は
何
か

　

浄
土
宗
二
祖
聖
光
は
、『
徹
選
択
集
』（
上
巻
）
の
中
で
、
法
然
上

人
の
選
択
本
願
念
仏
に
つ
い
て

　

第
一
に
、「
念
仏
」
と
言
う
は
、
諸
師
所
立
の
口
称
の
念
仏
な
り
。

　

第
二
に
、「
本
願
」
と
言
う
は
、
善
導
所
立
の
本
願
念
仏
な
り
。

　

第
三
に
、「
選
択
」
と
言
う
は
、
然
師
所
立
の
選
択
念
仏
な
り
。

と
三
段
階
に
分
け
て
解
釈
し
て
い
る
。
静
永
賢
道
師
に
よ
れ
ば
、

「
法
然
上
人
の
本
願
念
仏
と
は
如
来
の
行
が
大
悲
本
願
と
し
て
衆
生

に
は
た
ら
き
、
そ
れ
が
衆
生
に
聞
き
と
ど
か
れ
て
衆
生
の
口
を
つ
い

て
出
て
来
る
と
こ
ろ
の
歓
喜
感
動
を
と
も
な
っ
た
と
こ
ろ
の
乃
至
一

念
の
口
称
念
仏
で
、
単
な
る
口
先
の
念
仏
で
は
な
い
」
と
記
さ
れ
、

「『
選
択
集
』
で
は
そ
の
行
が
仏
の
側
に
あ
っ
て
、
仏
が
長
年
の
修
行

の
結
果
仏
の
側
で
用
意
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
行
が
大
悲
本
願
を
内
容

と
し
て
衆
生
に
は
た
ら
き
か
け
て
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
衆
生
の

側
に
行
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
仏
の
側
に
お
い
て
万
行
が
修
せ
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
順
彼
仏
願
故
の
称
名
を
他
力
本
願
の
念
仏

と
さ
れ
て
い
る（
１
）。

藤
堂
恭
俊
師
の
見
解
に
よ
れ
ば
、「「
是
名
正
定
之

業
順
彼
仏
願
故
」
は
称
名
念
仏
の
行
が
他
力
で
あ
り
、
易
行
で
あ
る
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キ
ー
ワ
ー
ド　

�

他
力
の
念
仏
、
多
念
、
数
遍
の
念
仏
、
授
手
印
相
承
、

大
悲
本
願
の
念
仏
、
三
段
論
法
二
段
階
解
消
法
、
浄

影
寺
恵
遠
の
三
心
釈

の
「
授
手
印
」
に
よ
る
念
仏
相
承
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

註（
１
）�

藤
吉
慈
海
編
『
現
代
の
浄
土
宗
―
浄
土
宗
シ
リ
ー
ズ
６
』
一

五
一
頁
。
又
静
永
師
は
、
他
力
に
つ
い
て
、「
仏
の
大
悲
が
名

号
と
い
う
形
を
と
っ
て
我
々
に
は
た
ら
き
か
け
て
く
る
。
自

己
を
越
え
た
彼
岸
か
ら
の
力
が
こ
ち
ら
に
は
た
ら
き
か
け
て

来
る
。
こ
れ
が
他
力
で
あ
る
。」
と
日
本
で
始
め
て
他
力
的
立

場
が
見
出
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）�

ひ
ろ
さ
ち
や
『
法
然
上
人
と
そ
の
弟
子
西
山
上
人
』
一
二
二

頁
、
一
四
七
頁
。
ひ
ろ
氏
は
、
法
然
上
人
を
宗
教
改
革
運
動

の
闘
士
と
し
、
そ
の
後
継
者
と
し
て
代
表
は
親
鸞
聖
人
で
し

ょ
う
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
教
理
、
教
学
面
で
の
説
明

は
一
切
な
い
よ
う
で
あ
る
。

追
記　

�

浄
土
宗
（
鎮
西
派
）
の
五
重
相
伝
は
、『
布
教
羅
盤
―
勧
誡

編
「
証
」
―
』
を
参
照
。

　
　
　

�

西
山
派
の
五
重
相
伝
に
つ
い
て
は
、
西
山
派
総
本
山
栗
生
光

明
寺
教
学
局
に
て
『
五
重
相
伝
略
説
』
を
頂
き
、
教
学
部
長

よ
り
転
載
許
可
を
も
ら
っ
て
比
較
資
料
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
日
本
の
社
会
で
は
、
本
来
の
宗
教

組
織
の
存
在
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
う
な
ら
ば
、

本
当
の
意
味
で
の
宗
教
の
教
団
は
、
日
本
に
は
存
在
し
て
い
な
い
と

言
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
現
在
、
こ
の
国
に
既
成
宗
教
教
団
は
多
く
存
在
し

て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
教
団
組
織
も
タ
テ
社
会
中
心
で
あ
り
、

ヨ
コ
社
会
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
檀
信
徒
の
互
い
の
連
帯

感
も
低
調
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
浄
土
教
の
教

団
組
織
で
言
う
な
ら
ば
、
師
匠
と
弟
子
と
い
う
タ
テ
の
関
係
の
意
識

は
あ
っ
て
も
、
念
仏
の
同
行
者
と
い
う
関
係
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
本
来
原
理
的
に
も
ヨ
コ
社
会
で
あ
る
べ
き
宗
教
組
織

に
お
い
て
、
連
帯
感
や
共
生
感
は
希
薄
で
あ
り
、
本
来
の
宗
教
教
団

と
し
て
存
続
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
教
団
組
織
に
お
い
て
ヨ
コ
社
会

は
じ
め
に

　

日
本
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
集
団
に
共
通
し
た
構
造
を
、
タ
テ
社
会
の

人
間
関
係
中
心
の
社
会
と
し
て
捉
え
た
の
は
、
中
根
千
枝
氏
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
日
本
の
社
会
組
織
の
貧
困
の
要
因
に
な

っ
て
い
る
と
し
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
社
会
に
強
い
序
列
意
識
を
生
み

出
し
、
こ
の
序
列
意
識
が
同
僚
と
の
連
帯
意
識
を
き
わ
め
て
低
調
な

も
の
に
し
、
同
僚
は
互
い
に
敵
と
な
り
孤
独
と
な
り
、
足
の
引
っ
張

り
合
い
の
関
係
と
な
る
。

　

私
は
、
こ
の
タ
テ
社
会
と
正
反
対
の
関
係
に
あ
る
ヨ
コ
社
会
が
、

あ
ら
ゆ
る
人
が
共
生
や
共
感
と
い
う
ヨ
コ
の
連
帯
意
識
で
つ
な
が
る

本
来
の
宗
教
の
社
会
組
織
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
宗
教
の
社
会
組
織
の

原
理
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
従
前
か
ら
述
べ
て
き
た
よ
う

に
、
中
根
氏
の
云
う
よ
う
、
タ
テ
社
会
が
中
心
で
ヨ
コ
社
会
が
希
薄

ヨ
コ
社
会
の
確
立
と
五
重
講
の
役
割
（
Ⅰ
）

三　

宅　

敬　

誠
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教
は
、
本
来
、
霊
魂
否
定
説
で
あ
る
無
我
を
主
張
し
て
き
た
の
で
あ

る
か
ら
、
本
来
の
法
然
上
人
の
思
想
も
、
本
来
の
仏
教
に
忠
実
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
寺
院
の
行
事
の
中

心
を
占
め
る
活
動
の
主
体
は
、
先
祖
供
養
で
あ
る
。
盆
や
彼
岸
、
年

忌
や
施
餓
鬼
、
塔
婆
回
向
や
墓
回
向
、
葬
式
や
中
陰
回
向
、
命
日
参

り
や
逮
夜
参
り
等
々
、
こ
れ
ら
を
活
動
の
主
体
と
し
て
、
寺
院
運
営

が
行
わ
れ
、
寺
院
の
維
持
発
展
が
可
能
と
な
り
、
教
化
活
動
も
、
こ

れ
ら
の
行
事
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
行
事
は
、
お
し
な
べ
て
先
祖
供
養
を
主
体
に
し
て
展
開

さ
れ
て
お
り
、
先
祖
の
霊
や
菩
提
心
等
を
認
め
る
前
提
で
行
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
浄
土
宗
に
限
ら
ず
、
こ
の

国
で
は
多
く
の
既
成
仏
教
の
宗
派
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る
仏
教
の
習

俗
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
先
祖
供
養
言
い
換
え
れ
ば
祖
先
祭
祀
で
あ
る
。

加
地
伸
行
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
国
の
祖
先
祭
祀
は
、
儒
教
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
お
り
、「
儒
教
の
祖
先
祭
祀
は
、
日
本
に
お
い
て
は
日

本
仏
教
の
中
で
生
き
続
け
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
要

す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
が
仏
教
の
習
俗
と
し
て
考
え
て
い
る
先
祖
供
養

の
習
俗
は
、
儒
教
の
祖
先
祭
祀
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
日
々
行
っ
て

の
確
立
が
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
ヨ
コ
社
会
の
確
立
を
、
わ
が
既
成
仏
教
教
団
に

お
い
て
『
講
の
復
権
』
と
し
て
捉
え
て
行
こ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ

る
。一

、
習
俗
仏
教
─
仏
教
の
衣
を
ま
と
っ
た
儒
教
─

　

現
在
の
浄
土
宗
の
通
常
の
寺
院
活
動
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
そ
の

活
動
の
主
体
を
な
す
思
想
は
、
宗
祖
法
然
上
人
の
在
世
中
の
浄
土
宗

と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
思
想
の
中
で
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
法
然
の
浄
土
宗
の
思
想
を
主
体
に
し
た
流
れ
の
中
に
あ
る
と

い
う
幻
想
を
抱
い
て
い
る
。

　

法
然
上
人
の
思
想
は
、
す
べ
て
の
人
が
阿
弥
陀
一
佛
の
み
に
頼
る

絶
対
他
力
の
平
等
主
義
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
す
べ
て
の
人
が
悪
人

で
あ
り
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

す
べ
て
の
人
が
悪
人
で
あ
り
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て

の
人
の
仏
性
や
菩
提
心
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法

然
上
人
の
佛
性
・
菩
提
心
否
定
説
は
、
実
質
的
に
は
霊
魂
を
否
定
し

て
認
め
な
い
と
い
う
考
え
方
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
法
然
上
人
の
こ
の
考
え
方
は
、
霊
魂
（
ア
ー
ト
マ
ン
）

を
全
面
否
定
し
た
本
来
釈
尊
の
仏
教
の
無
我
の
思
想
で
も
あ
る
。
仏
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「
家
ご
と
に
あ
る
仏
壇

─
こ
れ
が
日
本
の
家
庭
を
安
定
さ
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
東
北
ア
ジ
ア
の
風
土
で
生
ま
れ
た
儒
教
は
、
心
身
二
元
論

で
あ
り
、「
人
間
は
精
神
と
肉
体
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
し
、

精
神
を
主
宰
す
る
も
の
を
」（
魂
）、
肉
体
を
支
配
す
る
も
の
を

（
魄
）
と
し
た
。」
そ
し
て
、
遊
魂
を
招
魂
す
る
た
め
に
神
主
・
仏
教

で
は
位
牌
を
作
り
、
形
魄
を
拝
む
た
め
に
墓
が
作
ら
れ
た
。
こ
の

「
魂
（
祖
先
祭
祀
・
先
祖
供
養
の
た
め
の
神
主
・
位
牌
）・
魄
（
墓
）

に
基
づ
く
宗
教
性
は
、
西
暦
前
の
古
く
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
微

動
だ
に
せ
ず
東
北
ア
ジ
ア
人
の
心
の
中
に
流
れ
て
い
る
。」
と
し
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
行
っ
て
い
る
仏
教
の

日
常
の
活
動
は
、
個
人
の
宗
教
で
な
く
て
、
家
の
宗
教
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
日
本
の
宗
教
は
、
家
の
宗
教
と
し
て
家
族
の
安
定
に
貢

献
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

現
在
の
日
本
に
あ
っ
て
も
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
下
に
あ

っ
て
の
近
代
の
個
人
主
義
の
影
響
か
ら
、
宗
教
は
個
人
の
宗
教
が
理

想
型
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
人
が
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
日
本
の
宗

教
の
歴
史
的
文
化
的
伝
統
の
下
に
あ
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
心

情
の
基
盤
は
、
あ
く
ま
で
も
先
祖
供
養
と
い
う
家
の
宗
教
な
の
で
あ

い
る
仏
教
習
俗
と
し
て
い
た
も
の
は
、
多
く
は
仏
教
の
衣
を
ま
と
っ

た
儒
教
の
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
家
族
（
イ
エ
）
の
宗
教
と
し
て
の
仏
教

　
　
　
　
　

ご
先
祖
さ
ま
が
い
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
の
私
は
い
な
い
の
だ

　
　
　
　
　

沈
む
夕
日
の
彼
方
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ご
先
祖
さ
ま
が
お
わ
し
ま
す

�

（
蓮
池
光
洋　
　

増
上
寺
『
三
縁
』
９
月
号
）

　

儒
教
の
祖
先
祭
祀
が
、
仏
教
に
融
合
し
そ
の
主
体
は
先
祖
供
養
と

な
っ
た
た
め
、
そ
の
習
俗
の
目
的
は
家
族
の
連
帯
で
あ
り
生
命
の
連

続
の
確
認
で
あ
る
。
そ
の
中
心
に
仏
壇
が
あ
る
。
そ
し
て
、
仏
壇
は
、

家
族
の
精
神
的
中
枢
で
あ
り
精
神
的
紐
帯
と
な
り
、
そ
の
家
族
を
支

え
る
最
大
の
手
段
と
な
る
。

　

加
地
氏
は
、
儒
教
は
「
家
の
宗
教
」
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
、

「
儒
教
の
祖
先
祭
祀
は
日
本
仏
教
の
先
祖
供
養
と
融
合
し
て
い
る
の

で
、
現
実
に
は
仏
壇
が
中
心
に
な
る
。」
仏
間
や
仏
壇
、
位
牌
、
位

牌
の
表
に
書
く
戒
名
な
ど
、
細
か
い
と
こ
ろ
を
見
て
も
、「
日
本
で

は
家
に
あ
る
仏
壇
が
儒
教
の
諸
儀
礼
を
行
な
う
核
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
仏
壇
が
そ
の
家
の
精
神
的
紐
帯
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
、
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め
た
と
し
て
も
、
無
我
を
理
想
と
し
て
の
自
我
で
あ
り
、
社
会
的
に

生
き
て
い
く
た
め
の
必
要
悪
と
し
て
の
自
我
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
宗
教
文
化
の
基
層
と
し
て
一
神
教
の
文
化
で
は
な
い
た
め
、

そ
れ
ら
の
も
の
を
内
面
に
採
り
入
れ
て
形
成
さ
れ
る
自
我
も
、
一
神

教
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
下
に
あ
る
欧
米
人
と
比
べ
た
場
合
、
論
理

的
に
は
、
強
固
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
の
中
で
は
、
一
人
一
人
が
、
神
と
の
契
約
と

い
う
観
念
の
下
で
結
ば
れ
て
い
る
た
め
、
個
人
の
宗
教
と
し
て
も
確

立
さ
れ
た
も
の
と
は
な
る
け
れ
ど
も
、
個
々
人
が
ま
っ
た
く
互
い
に

バ
ラ
バ
ラ
と
い
う
こ
と
に
は
成
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
各
自
が
そ
れ

ぞ
れ
信
じ
て
い
る
神
が
、
唯
一
の
一
神
教
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

の
信
じ
て
い
る
内
面
の
価
値
観
や
正
義
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
も

の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
欧
米
の
場
合
、
個
人
主
義
や
自

由
主
義
や
民
主
主
義
な
ど
の
近
代
思
想
と
は
い
え
、
そ
れ
が
神
か
ら

与
え
ら
れ
た
正
義
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
き
は
、
絶
対
的
な
正
義

で
あ
り
、
妥
協
を
一
切
許
さ
な
い
価
値
観
と
し
て
君
臨
す
る
の
で
あ

る
。

　

欧
米
の
個
人
主
義
か
ら
の
個
人
の
宗
教
が
、
宗
教
の
理
想
型
と
考

え
て
い
る
人
か
ら
見
れ
ば
、
家
の
宗
教
は
、
古
い
封
建
的
な
時
代
の

残
滓
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
人
は
多
い
。
因
み
に
、
現
在
の
『
浄
土

る
。
こ
の
国
の
風
土
で
は
、
個
人
は
、
自
ら
の
家
族
を
構
成
す
る
一

員
と
し
て
で
あ
り
、
そ
し
て
自
ら
の
自
我
は
自
ら
の
家
族
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
ま
た
先
祖
に
支
え
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
現
在
の
家
族
の
存
在
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
が
、
自
明
の
理
で
あ
る
と
誰
し
も
無
意
識
の
内
に
感
じ
理
解

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
仏
壇
や
墓
が
、
個
々
人
の
家
に

あ
っ
て
も
、
誰
も
宗
派
さ
え
意
識
せ
ず
、
ま
た
誰
も
い
わ
ゆ
る
個
人

の
宗
教
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
で
あ
る
か

ら
し
て
、
西
洋
流
の
個
人
の
宗
教
の
定
義
で
も
っ
て
、「
あ
な
た
の

宗
教
は
」
と
質
問
さ
れ
て
も
「
無
宗
教
」
と
応
え
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
国
の
宗
教
が
、
家
族
・
イ
エ
を
単
位
と
し

た
宗
教
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

個
人
の
宗
教
は
、
欧
米
の
近
代
思
想
の
下
、
自
我
の
確
立
と
相
俟

っ
て
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
も
欧
米
の
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
一
神
教
文
化
の
産
物
で
あ
る
。
確
固
た
る
、
言
い

換
え
れ
ば
、
頑
固
な
自
我
を
有
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
他
の
一

切
の
神
を
認
め
な
い
排
他
的
な
一
神
教
を
内
面
に
採
り
入
れ
て
い
る

個
人
の
自
我
が
あ
り
、
そ
の
文
化
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
反
し
て
、
ま
っ
た
く
正
反
対
に
、
わ
れ
わ
れ
の
仏
教
文
化

は
、
本
来
無
神
論
で
霊
魂
否
定
の
無
我
の
文
化
で
あ
り
、
自
我
は
認
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こ
の
国
の
宗
教
は
、
個
人
の
宗
教
で
な
く
て
、
家
の
宗
教
に
よ
っ
て
、

各
家
族
あ
る
い
は
親
族
ご
と
の
結
束
や
心
の
安
定
は
保
た
れ
て
き
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
唯
一
神
教
で
な
い
宗
教
的
基
盤
の
風

土
に
、
個
人
の
宗
教
を
持
ち
込
ん
だ
場
合
、
家
族
の
安
定
は
壊
さ
れ
、

家
庭
的
な
悲
劇
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
で

多
く
見
聞
き
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
は
、
人
と
人
を
結
び
つ
け
、
社
会
や
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
最
終
的
な
結
束
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

家
族
・
親
族
だ
け
が
、
社
会
で
は
な
く
、
近
隣
社
会
を
は
じ
め
家
族

の
外
に
社
会
は
大
き
く
広
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
家
族
の
外

の
社
会
も
、
あ
る
一
定
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
地
域
と
し
て
、
あ
る
一

定
の
結
束
の
輪
が
拡
大
し
て
い
な
い
と
う
ま
く
生
活
で
き
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
一
定
の
地
方
か
も
し
れ
な
い
し
、
国
や

あ
る
い
は
国
を
超
え
る
世
界
か
も
し
れ
な
い
。

　

各
家
族
ど
う
し
を
互
い
に
結
び
付
け
る
に
は
、
一
定
の
地
域
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
同
一
の
宗
教
や
宗
派
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
同
じ
仲
間
で
あ
る
と
し
て
の
ヨ
コ
社
会
が
で
き
、
互
い
に

共
感
す
る
こ
と
が
で
き
連
帯
感
が
生
ま
れ
、
ひ
と
つ
の
社
会
と
し
て

統
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
国
の
場
合
、
国
と
し
て
は
多
く
の
宗

派
に
は
分
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
仏
教
が
国
全
体
に
一
応
行
き
渡

宗
基
本
構
想
な
ら
び
に
基
本
計
画
』
に
お
い
て
も
、「
家
か
ら
個
人

へ
」
と
述
べ
、「
個
人
単
位
と
な
っ
た
檀
信
徒
」
や
「
個
人
と
の
契

約
」
の
時
代
へ
移
行
す
る
こ
と
へ
の
対
応
な
ど
と
い
っ
た
考
え
方
で

書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
家
と
い
っ
た
場
合
、
封
建
時
代
の
イ
エ

を
連
想
す
る
け
れ
ど
も
、
現
在
、
そ
の
よ
う
な
イ
エ
は
存
在
し
な
い
。

今
、
イ
エ
と
い
っ
た
場
合
は
、
家
族
の
こ
と
で
あ
る
。

　

果
た
し
て
い
ま
、
こ
の
日
本
の
宗
教
基
盤
で
あ
る
イ
エ
の
宗
教
の

下
で
、
個
人
の
宗
教
を
是
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
か
。
家
族
の
成
員
個
々
人
が
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
人
々
は
常
に

家
族
崩
壊
の
可
能
性
の
中
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
。
排
他
的
な
唯
一

の
一
神
教
の
宗
教
文
化
的
基
盤
の
な
い
日
本
で
は
、
家
族
成
員
個
々

人
が
信
じ
る
宗
教
は
、
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
バ
ラ
に
異
な
る
可
能
性
が
あ

り
、
そ
の
よ
う
に
な
れ
ば
家
族
の
結
束
や
家
族
の
安
定
は
壊
さ
れ
、

家
族
崩
壊
の
悲
劇
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
日
本
の
場
合
、
家
の

宗
教
を
認
め
た
前
提
で
、
宗
教
あ
る
い
は
仏
教
あ
る
い
は
浄
土
宗
と

い
う
も
の
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
ヨ
コ
社
会
の
確
立
と
五
重
講
の
役
割

　

い
ま
見
て
き
た
よ
う
に
、
西
洋
の
よ
う
に
一
神
教
の
風
土
で
な
い
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信
仰
や
信
心
と
言
う
も
の
は
、
ひ
と
り
で
は
存
在
し
得
な
い
も
の

で
あ
る
。
一
見
、
宗
教
は
個
人
の
内
面
に
関
わ
っ
て
い
る
た
め
、
人

は
、
宗
教
は
個
人
的
な
も
の
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
ュ

ル
ケ
ム
も
言
う
よ
う
に
、「
個
人
の
信
仰
や
信
念
は
、
社
会
の
仲
間

に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
と
き
に
の
み
、
信
仰
や
信
念
が
維
持
で

き
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
五
重
講
は
、
念
仏
同
行

者
と
し
て
の
仲
間
の
確
認
で
あ
り
、
浄
土
宗
の
念
仏
の
信
仰
や
信
心

は
、
こ
の
五
重
講
が
存
在
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
維
持
・
存
続
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
檀
信
徒
へ
の
五
重
相
伝
は
、
こ
の
化
他
五
重
に
よ
っ

て
、
檀
信
徒
に
法
名
を
授
与
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
ヨ

コ
社
会
で
あ
る
念
仏
の
仲
間
を
形
成
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
化
他

五
重
に
よ
り
、
念
仏
の
同
行
者
が
で
き
る
、
す
な
わ
ち
、
五
重
講
が

結
成
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

　

今
年
度
、
東
京
教
区
で
は
、
化
他
五
重
の
開
催
に
対
し
七
十
五
万

円
の
五
重
奨
励
金
、
七
百
五
十
万
円
を
予
算
化
さ
れ
た
。
こ
の
度
の

教
区
の
五
重
奨
励
金
に
よ
り
、
五
月
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
に

は
、
寺
単
位
あ
る
い
は
組
単
位
で
開
催
さ
れ
、
奨
励
金
へ
の
申
請
も

っ
て
お
り
、
あ
る
面
で
は
仏
教
国
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
浄
土
宗
の
場
合
、
浄
土

宗
に
よ
っ
て
各
家
を
横
断
的
に
結
束
さ
せ
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
宗
の
檀
信
徒
の
ヨ
コ
社
会
と
し
て
、

浄
土
宗
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヨ
コ
社
会
を
つ
な
ぐ
そ

の
中
心
は
、
一
神
教
的
な
法
然
上
人
の
思
想
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人

が
阿
弥
陀
一
佛
の
み
に
頼
る
絶
対
他
力
の
平
等
主
義
な
の
で
あ
っ
た
。

　

浄
土
宗
の
寺
院
で
あ
る
こ
と
と
し
て
の
檀
信
徒
へ
の
教
化
行
事
と

し
て
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
依
の
教
え
を
中
心
と
す
る
も
の
と
し
て
は
、

化
他
五
重
の
儀
礼
が
存
在
す
る
。

　

こ
の
化
他
五
重
は
、
個
々
人
そ
れ
ぞ
れ
が
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に

す
が
る
信
仰
で
あ
る
の
で
、
宗
の
基
本
構
想
の
い
う
と
お
り
「
家
か

ら
個
人
へ
」
と
い
う
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
と
信
者
個
人
と
の
関
係
で

あ
り
、
一
見
ま
さ
に
個
人
の
宗
教
の
関
係
で
も
あ
る
。
宗
教
を
、
個

人
の
内
面
か
ら
見
た
場
合
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
宗
教
は
、
人
と
人
を
結
び
つ
け
る
社
会
的
な
も
の
で
も
あ
り
、

こ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
出
身
の
成
員
が
、
同
一
の
宗
教
で
あ

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
場
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
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加
地
伸
行
著　
『
沈
黙
の
宗
教
―
儒
教
―
』　

ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

阿
満
利
麿
著　
『
日
本
人
は
な
ぜ
無
宗
教
な
の
か
』　

ち
く
ま
新
書

多
田
孝
正
著　
『
お
位
牌
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
―
日
本
仏
教
儀
礼

の
解
明
―
』

殺
到
し
予
算
オ
バ
ー
し
て
い
る
や
に
仄
聞
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ま
で
の
東
京
教
区
は
、
幕
府
時
代
の
化
他
五
重
禁
止
と
い
う

「
浄
土
宗
法
度
」
を
幕
府
の
お
膝
元
と
い
う
こ
と
で
、
今
も
忠
実
に

守
ら
れ
て
い
る
の
で
は
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
、
化
他
五
重
が
行
わ
れ

に
く
い
土
地
柄
に
見
受
け
ら
れ
た
。

　

こ
の
度
、
こ
の
奨
励
金
に
よ
っ
て
、
東
京
教
区
に
お
い
て
、
化
他

五
重
が
多
く
開
催
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
宗
に
と
っ
て
も
東

京
教
区
に
と
っ
て
も
、
歴
史
的
な
事
柄
で
あ
り
、
歴
史
的
快
挙
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
東
京
教
区
に
、
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ

る
。

　

化
他
五
重
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
浄
土
宗
の
法
要
儀
礼
と

し
て
は
、
先
祖
供
養
の
儀
礼
で
な
い
唯
一
の
儀
礼
と
言
っ
て
い
い
く

ら
い
の
宗
定
の
儀
礼
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
宗
の
教
え
を
伝
え

る
唯
一
の
浄
土
宗
固
有
の
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、

浄
土
宗
の
行
政
施
策
の
中
心
も
、
東
京
教
区
同
様
、
化
他
五
重
の
奨

励
に
最
重
点
が
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

〔
主
な
参
考
文
献
〕

袴
谷
憲
昭
著　
『
法
然
と
明
恵
―
日
本
仏
教
思
想
史
序
説
―
』　

大
蔵

出
版



─ 346 ─

月
一
話
ず
つ
解
説
す
る
記
事
を
「
法
語
独
解
」
と
称
し
て
連
載
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
紙
幅
の
都
合
上
、
原
文
を

紹
介
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
私
が
「
こ
れ
で
は
、
こ
の
記
事
で
初
め
て

御
法
語
に
接
す
る
檀
信
徒
の
読
者
に
少
々
不
親
切
じ
ゃ
な
い
か
。
こ

れ
を
機
会
に
現
代
語
訳
を
付
け
た
『
御
法
語
集
』
を
お
配
り
し
よ

う
」
と
言
い
出
し
た
の
が
、
今
回
の
現
代
語
訳
版
の
出
版
の
き
っ
か

け
で
す
。

　

当
初
私
は
、「
浄
土
宗
か
知
恩
院
か
ら
『
御
法
語
集
』
を
現
代
語

に
訳
し
た
本
が
出
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
を
さ
ら
に
、
檀
家
さ

ん
に
わ
か
る
よ
う
な
簡
単
な
訳
語
を
当
て
直
す
な
り
す
れ
ば
い
い
だ

ろ
う
」
ぐ
ら
い
に
し
か
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
し
か
し
、
探

し
て
み
て
も
『
御
法
語
集
』
の
現
代
語
訳
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、

こ
う
な
れ
ば
自
分
で
や
る
し
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
住
職
も
そ
う
で

す
が
、
私
は
高
校
生
の
時
に
律
師
養
成
講
座
を
受
け
て
僧
階
を
取
得

　

当
山
で
昨
年
二
〇
〇
八
年
『
元
祖
大
師
御
法
語
』
の
現
代
語
訳
版

を
出
版
し
た
際
の
苦
労
話
や
、
現
代
語
訳
の
作
業
を
し
な
が
ら
思
っ

た
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
現
代
語
訳
を
出
版
し
よ
う
と
思
っ
た
経
緯
で
す
が
、
当

山
で
は
毎
月
寺
報
を
出
し
て
お
り
ま
し
て
、
Ｂ
４
用
紙
を
半
分
折
り

に
し
て
Ｂ
５
版
の
四
ペ
ー
ジ
だ
て
に
し
た
も
の
を
三
百
部
ほ
ど
刷
っ

て
、
檀
家
さ
ん
を
中
心
に
お
配
り
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
代
住

職
が
二
十
五
年
程
前
に
始
め
た
も
の
で
、
今
で
は
三
百
号
に
な
ろ
う

か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
当
初
は
住
職
一
人
で
執
筆
し
て
お
り
ま
し

た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
庫
裏
と
当
時
副
住
職
で
あ
っ
た
兄
が
手
伝
う

よ
う
に
な
り
、
い
わ
ば
寺
族
で
が
ん
ば
っ
て
書
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

先
代
は
三
年
前
に
亡
く
な
り
ま
し
て
、
副
住
職
が
住
職
に
な
っ
て
以

降
担
当
ペ
ー
ジ
が
２
ペ
ー
ジ
に
増
え
ま
し
た
の
で
、
腕
慣
ら
し
の
意

味
も
込
め
て
、『
元
祖
大
師
御
法
語
』（
以
下
『
御
法
語
集
』）
を
毎

『
元
祖
大
師
御
法
語
』
の
現
代
語
訳
本
を
出
版
し
て

鈴　

木　

知　

見
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も
込
め
て
、
訳
し
こ
む
こ
と
は
や
め
、
巻
頭
で
ま
と
め
て
解
説
し
ま

し
た
。
ま
た
、「
念
仏
っ
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
こ
と
？
」
と
い
う

人
が
読
ん
で
も
い
い
よ
う
に
、
基
本
的
な
も
の
も
含
め
で
き
る
だ
け

多
く
の
言
葉
に
注
を
つ
け
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
少
し
で
も
抵
抗
感
な
く
読
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
、
す
べ

て
の
漢
字
に
ル
ビ
を
つ
け
、
字
も
で
き
る
だ
け
大
き
く
し
ま
し
た
。

　

原
文
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
、
知
恩
院
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
『
御

法
語
集
』
を
底
本
と
し
ま
し
た
。
最
近
『
平
成
版
』
が
出
さ
れ
ま
し

た
が
、
今
回
の
現
代
語
訳
作
業
中
に
は
間
に
合
っ
て
ま
せ
ん
の
で
、

使
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
旧
版
で
は
以
前
か
ら
指
摘
が
多
か
っ
た
デ
タ

ラ
メ
な
句
読
点
に
つ
い
て
、
自
分
の
判
断
で
適
宜
打
ち
直
し
ま
し
た
。

　

原
文
の
表
記
も
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
ま
し
た
。
古
語
を
現
代
表

記
に
す
る
と
、
例
え
ば
「
候
う
」
が
「
さ
う
ら
ふ
」
か
ら
「
そ
う
ろ

う
」
と
な
る
よ
う
に
、
い
ざ
古
語
辞
典
を
引
く
際
に
は
か
え
っ
て
調

べ
に
く
い
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
読
み
上
げ
る
こ
と
を

優
先
さ
せ
て
現
代
表
記
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
地
の
文
と
会
話
文
や

引
用
文
の
区
別
の
た
め
に
カ
ギ
カ
ッ
コ
も
適
宜
つ
け
ま
し
た
。

　

編
集
方
針
と
し
て
は
以
上
の
よ
う
な
次
第
で
す
。

　

さ
て
次
に
、
参
考
に
し
た
書
籍
類
に
つ
い
て
で
す
。
先
ほ
ど
申
し

ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
『
御
法
語
集
』
に
は
現
代
語
訳
版
が
あ
り
ま

し
、
大
学
で
は
兄
弟
共
々
西
洋
哲
学
を
専
攻
し
ま
し
た
の
で
、
仏
教

学
や
浄
土
教
を
高
等
専
門
教
育
で
学
ん
だ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

古
文
や
漢
文
も
高
校
で
習
っ
た
ま
で
の
知
識
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で

無
謀
な
こ
と
で
し
た
が
、
し
か
し
法
語
の
解
説
の
連
載
は
進
む
一
方

で
す
の
で
や
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

さ
て
、
実
際
の
本
の
つ
く
り
で
す
が
、
何
は
と
も
あ
れ
一
般
の
人

が
読
ん
で
も
わ
か
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
を
第
一
に
心
が
け
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
原
文
、
訳
文
お
よ
び
注
記
を
三
段
組
み
に
し
、
ま
た
、
原

文
と
訳
文
は
段
落
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
原
文
と
訳
文
を
見
比
べ
る

際
に
ペ
ー
ジ
が
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
行
か
な
く
て
も
い
い
よ
う
に
し
ま

し
た
。
こ
の
体
裁
は
偏
差
値
教
育
の
中
で
育
っ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
世
代

の
習
い
な
ん
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
便
利
だ
と
思
い
ま
す
。

　

訳
文
は
な
る
べ
く
や
さ
し
く
、
読
者
を
中
学
生
に
想
定
し
て
、
仏

教
用
語
を
な
る
べ
く
使
わ
ず
訳
文
に
訳
し
こ
む
よ
う
に
努
め
ま
し
た
。

例
え
ば
「
一
枚
起
請
文
」
の
「
観
念
の
念
に
も
あ
ら
ず
」
の
部
分
で

見
ま
す
と
、「
心
を
し
ず
め
て
阿
弥
陀
仏
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
と

な
え
る
念
仏
で
も
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
具
合
で
す
。
た
だ
、「
極

楽
」「
念
仏
」「
往
生
」「
本
願
」
な
ど
と
い
っ
た
最
も
基
本
的
な
言

葉
に
つ
い
て
も
同
様
に
す
る
と
訳
文
が
冗
長
に
な
り
す
ぎ
ま
す
し
、

こ
れ
を
機
会
に
こ
う
し
た
言
葉
に
馴
染
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
意
味
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全
三
巻
／
春
秋
社
）
や
村
瀬
秀
雄
上
人
に
よ
る
法
然
上
人
の
諸
々
の

お
言
葉
の
現
代
語
訳
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
大
変
な
労
作
で
あ
り
、

感
服
す
る
次
第
で
す
が
、
十
数
冊
出
さ
れ
て
い
る
村
瀬
上
人
の
も
の

に
至
っ
て
は
自
費
出
版
で
あ
る
よ
う
に
、
個
人
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
く
て
、
誰
も
が
手
に
取
り
や
す
い
定
本
と
呼
べ
る
状
況
に
あ

る
と
は
言
い
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

結
局
、
こ
れ
ら
の
書
籍
を
大
い
に
参
考
に
し
な
が
ら
、
辞
書
や
参

考
書
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
の
翻
訳
作
業
と
な
り
ま
し
た
。
な
に
せ
高

校
生
程
度
の
古
文
の
学
力
で
す
の
で
、
作
業
は
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、

都
合
三
ヶ
月
は
か
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
私
、
今
回
の
翻
訳
作
業
で
初
め
て
『
御
法
語
集
』
を
通
読
し

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
折
に
触
れ
て
読
む
こ
と
で
一
通
り
目

を
通
し
て
い
ま
す
が
、
一
気
に
読
み
通
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
現
代
語
訳
が
あ
れ
ば
そ
う
苦
労
す
る
こ
と

な
く
読
め
る
わ
け
で
す
。
私
自
身
、
高
校
生
の
時
に
律
師
養
成
講
座

で
せ
っ
か
く
『
御
法
語
集
』
を
手
に
し
た
の
に
、
一
度
パ
ラ
パ
ラ
ッ

と
め
く
っ
た
だ
け
で
ほ
と
ん
ど
中
身
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
脇
に
ほ

っ
て
お
い
た
と
い
う
経
験
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
時
の
思
い

を
込
め
て
の
作
業
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
実
際
に
出
版
し
て
か
ら
改
め
て
読
み
直
し
て
み
る
と
、
真

せ
ん
の
で
、
な
に
か
適
当
な
本
は
な
い
か
と
探
し
て
み
ま
し
た
と
こ

ろ
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
藤
吉
慈
海
上
人
の
『
法
然
上
人
御
法

語
講
話
』（
上
下
二
巻
／
山
喜
房
仏
書
林
）
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し

た
。『
法
然
上
人
法
語
集
』（
山
喜
房
仏
書
林
）
と
い
う
も
う
一
冊
と

で
『
御
法
語
集
』
所
載
の
法
語
は
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

本
は
「
講
話
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
現
代
語
訳
が
主
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
藤
吉
上
人
の
講
話
の
ほ
う
が
主
で
す
。
し
か
し
、
本
文
に

挟
み
込
ま
れ
た
形
で
書
か
れ
た
こ
こ
で
の
訳
は
よ
く
こ
な
れ
た
も
の

で
、
大
変
に
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
上
人
自
身
も
「
私
訳
」

と
本
文
に
但
し
書
き
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
も
し
こ
れ
を
定
訳
本

だ
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
上
人
自
身
が
固
辞
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、
藤
吉
上
人
は
宗
学
研
究
所
主
任
や
大

本
山
光
明
寺
の
法
主
に
ま
で
な
ら
れ
た
方
で
す
し
、
し
か
も
『
御
法

語
集
』
に
的
を
絞
っ
た
書
籍
が
こ
れ
し
か
見
当
た
ら
な
い
以
上
、
事

実
上
の
定
本
な
の
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
体
裁
の
上
か
ら
言
っ
て
も

「
現
代
語
訳
の
定
本
」
と
は
言
い
に
く
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
『
法
然
上
人
の
ご
法
語
（
消
息

編
・
法
語
編
・
対
話
編
）』
の
三
巻
本
で
す
が
、『
御
法
語
集
』
に
収

め
ら
れ
た
も
の
全
て
が
訳
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

他
に
目
に
つ
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
大
橋
俊
雄
上
人
（『
法
然
全
集
』
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み
や
す
く
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
ま
で
完
全
に
読
み
違
い
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

こ
と
に
も
気
づ
き
ま
し
た
。
例
え
ば
「
前
編
・
第
二
十
八
／
来
迎
引

接
」
の
章
で
す
が
、
そ
の
中
に
「
菓
子
の
う
ち
に
す
き
物
あ
り
、
あ

ま
き
物
あ
り
。
こ
れ
ら
は
み
な
法
爾
の
道
理
な
り
」
と
い
う
く
だ
り

が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
「
お
菓
子
に
は
好
き
な
物
や

甘
い
物
が
あ
る
」
と
理
解
し
て
い
た
の
で
す
が
、
な
ぜ
そ
れ
が
「
法

爾
の
道
理
」
な
の
か
と
、
こ
れ
ま
で
な
に
か
変
な
感
じ
が
し
て
お
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
改
め
て
調
べ
て
み
る
と
、「
菓
子
」
と
い
う
の
は

古
く
に
は
「
果
物
」
の
こ
と
も
言
う
そ
う
で
、
ま
た
、「
す
き
物
」

と
い
う
の
は
「
好
き
物
」
で
は
な
く
、
酸
っ
ぱ
い
の
古
語
「
酸
し
」

の
音
便
形
で
「
酸
き
物
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
酸
っ
ぱ
い
物
」

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
く
だ
り
は
「
果

物
の
中
に
は
酸
っ
ぱ
い
物
や
甘
い
物
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
こ
れ
は
確
か
に
「
法
爾
の
道
理
」
と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
勘
違
い
、
読
み
違
い
は
、
専
門
に
浄
土
教
学
を
学
ん

だ
人
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
原
文
の
古
文
を
眺
め
て
い
る
だ
け
で
は
普

通
な
か
な
か
気
づ
き
に
く
い
こ
と
で
す
。「
一
枚
起
請
文
」
の
「
念

仏
を
信
ぜ
ん
人
」
を
、「
念
仏
を
信
ず
る
人
」「
念
仏
を
信
じ
よ
う
と

い
う
人
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
念
仏
を
信
じ
な
い
人
」
と
意

ん
中
の
現
代
語
訳
の
段
を
読
む
だ
け
で
一
般
の
人
が
中
身
を
理
解
で

き
る
よ
う
に
と
心
が
け
て
は
い
た
も
の
の
、
原
文
の
構
造
が
入
れ
子

構
造
に
な
っ
て
い
る
の
を
入
れ
子
構
造
の
ま
ま
訳
す
な
ど
、
原
文
に

引
き
ず
ら
れ
て
読
み
に
く
い
箇
所
が
気
に
な
る
よ
う
な
り
ま
し
た
。

　

他
に
も
例
え
ば
、「
後
編
・
第
十
／
深
心
」
で
は
、
冒
頭
で
「
は

じ
め
に
は
わ
が
身
の
ほ
ど
を
信
じ
、
後
に
は
仏
の
願
を
信
ず
る
な

り
」
と
説
く
部
分
を
、「
二
種
深
信
」
と
い
う
浄
土
教
の
用
語
に
引

っ
ぱ
ら
れ
て
、「
愚
か
な
我
が
身
へ
の
信
心
」
と
「
阿
弥
陀
の
本
願

へ
の
信
心
」
と
訳
し
た
の
で
す
が
、
最
初
の
「
愚
か
な
我
が
身
へ
の

信
心
」
は
、「
自
覚
」（
も
し
く
は
「
信
心
（
自
覚
）」
と
カ
ッ
コ
付

き
）
に
す
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
、
翻
訳
作
業
を
し
な
が
ら
も
「
原
文
の
読
み
に
く
さ
も

含
め
た
翻
訳
」
か
「
中
身
の
理
解
を
優
先
し
た
翻
訳
」
か
、
言
い
換

え
れ
ば
「
直
訳
」
か
「
意
訳
」
か
で
悩
ん
だ
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す

が
、
中
身
の
理
解
を
よ
り
優
先
さ
せ
る
べ
き
だ
っ
た
と
反
省
す
る
と

こ
ろ
で
す
。
こ
の
現
代
語
訳
版
は
古
文
や
仏
教
書
に
慣
れ
て
い
な
い

人
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
専
門
書
で
は
な
い
の
で
、
な
る
べ
く

現
代
語
訳
の
段
を
読
み
通
す
だ
け
で
わ
か
る
よ
う
に
も
っ
と
心
が
け

る
べ
き
で
し
た
。
そ
れ
以
外
に
も
案
の
定
、
誤
字
な
ど
あ
り
ま
し
た

の
で
改
訂
版
を
い
ず
れ
出
す
予
定
で
す
が
、
そ
の
際
に
は
も
っ
と
読
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な
ん
と
か
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　

あ
る
仏
教
書
専
門
の
本
屋
さ
ん
に
行
っ
た
時
、
雑
談
し
て
い
て
こ

う
言
わ
れ
ま
し
た
。「
言
っ
て
は
な
ん
で
す
け
ど
、
世
間
の
人
は
浄

土
宗
の
こ
と
を
浄
土
真
宗
の
一
派
く
ら
い
に
し
か
思
っ
て
い
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
え
」。
返
す
言
葉
が
な
い
と
は
こ
の
こ
と
で
す
。

が
、
世
間
一
般
で
の
法
然
上
人
や
浄
土
宗
へ
の
理
解
と
い
う
の
は
こ

の
あ
た
り
だ
と
考
え
て
も
特
段
間
違
い
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ

ん
な
話
に
は
親
鸞
聖
人
自
身
が
び
っ
く
り
仰
天
、
極
楽
で
ひ
っ
く
り

返
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
が
、
浄
土
宗
の
人
間
と
し
て
は
あ
ま
り
笑

え
な
い
話
だ
と
思
い
ま
す
。

　

宗
教
家
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
思
想
家
と
し
て
も
法
然
上
人
は

日
本
を
代
表
す
る
人
物
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
浄
土

宗
は
そ
の
嫡
流
を
自
任
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、「
法
然
上
人
の
こ

と
は
浄
土
宗
に
行
け
ば
な
ん
で
も
手
に
入
る
」
ぐ
ら
い
の
状
況
で
な

い
と
お
か
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
特
に
身
近
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
は
ず
の

『
御
法
語
集
』
の
現
代
語
訳
は
、
末
端
の
一
僧
侶
に
過
ぎ
な
い
私
の

よ
う
な
者
が
や
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
本
当
は
宗
や
本
山
が
や

っ
て
い
る
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
御
門
主
の
お
話
の
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
（『
法
然
上
人
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』）
が
知
恩
院
か
ら
送
ら
れ

味
を
取
り
違
え
る
の
も
初
学
者
で
は
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
す
。
浄
土

宗
僧
侶
と
言
っ
て
も
そ
の
初
学
者
や
、
さ
ら
に
は
檀
信
徒
や
一
般
の

方
が
こ
の
よ
う
な
無
用
な
間
違
い
を
し
な
い
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
と
も

適
切
な
現
代
語
訳
が
必
要
だ
と
実
感
し
た
次
第
で
す
。

　

さ
て
、
浄
土
宗
に
現
代
語
訳
の
定
本
が
な
い
と
い
う
の
は
、
な
に

も
『
御
法
語
集
』
だ
け
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
浄
土
宗
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
開
く
と
『
選
択
集
』
の
読
み
下
し
文
が
全
文
載
っ
て
い
ま

す
。
が
、
残
念
な
が
ら
現
代
語
訳
が
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

浄
土
宗
に
は
宗
祖
の
主
著
た
る
『
選
択
集
』
の
宗
定
の
訳
が
い
ま
だ

に
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
自
体
が
大
問
題
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
に
し
て
も
、
一
般
の
方
が
多
く
見
る
で
あ
ろ
う
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
性
格
を
考
え
る
と
、
こ
こ
に
は
試
訳
で
も
い
い
か
ら
現
代
語
訳
を

載
せ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。「
浄
土
宗
、
法
然
上
人
関
係

の
書
籍
は
余
り
数
が
さ
ば
け
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
出
版
状
況
を
考

え
る
と
出
版
物
が
少
な
い
の
は
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
裏
事
情
め
い

た
話
を
時
々
耳
に
す
る
の
で
す
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
そ
う
し
た
出

版
事
情
は
ま
っ
た
く
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
こ
う

し
た
姿
勢
を
見
る
と
、
出
版
事
情
云
々
は
た
だ
の
言
い
訳
に
し
か
聞

こ
え
ず
、
そ
れ
と
同
時
に
、
な
に
か
現
在
の
浄
土
宗
の
一
般
の
人
へ

の
布
教
の
姿
勢
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
わ
け
で
す
。
ぜ
ひ
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ば
、
研
究
者
同
士
い
ろ
い
ろ
検
討
す
る
べ
き
こ
と
が
あ
っ
て
、
一
筋

縄
で
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
。
で
す
が
、
こ

こ
は
本
当
に
布
教
に
使
え
る
『
御
法
語
集
』
の
現
代
語
訳
を
、
適
任

者
の
手
に
よ
っ
て
出
版
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
そ
う
強
く
思
う
と
こ

ろ
で
す
。

　

こ
れ
は
住
職
の
言
葉
で
す
が
、「
檀
信
徒
の
た
め
に
出
版
し
た
は

ず
の
こ
の
現
代
語
訳
本
は
、
実
際
に
配
っ
て
み
た
ら
、
檀
信
徒
よ
り

も
同
業
者
で
あ
る
僧
侶
仲
間
の
ほ
う
に
受
け
が
い
い
。
こ
れ
は
一
体

ど
う
い
う
こ
と
だ
」、
と
言
う
の
で
す
。
こ
の
訳
本
は
い
わ
ば
プ
ロ

の
ほ
う
に
こ
そ
需
要
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
浄

土
宗
が
そ
れ
だ
け
宗
の
内
に
向
か
っ
て
さ
え
も
布
教
が
で
き
て
い
な

い
証
拠
だ
ろ
う
と
言
う
の
で
す
。
こ
れ
は
教
団
と
し
て
か
な
り
深
刻

な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宗
の
外
に
向
か
っ
て
は
な
お
さ
ら
、

「
推
し
て
知
る
べ
し
」
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
本
音
を
言
う
な
ら
ば
、
法
然
上
人
の
全
著

作
は
言
う
に
及
ば
す
、
善
導
大
師
や
二
祖
聖
光
上
人
、
三
祖
良
忠
上

人
の
著
作
の
現
代
語
訳
は
浄
土
宗
が
出
版
し
て
い
て
当
た
り
前
だ
と

思
う
の
で
す
。
再
来
年
の
「
八
百
年
大
遠
忌
」
に
向
け
、
宗
を
挙
げ

て
各
行
事
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
宝
の
大
修
理
も
大
事

で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
大
遠
忌
に
よ
り
か
か
っ
た
、
派
手
で
目

て
き
ま
す
が
、
巻
末
に
あ
る
、
知
恩
院
の
宗
学
研
究
所
の
担
当
者
が

付
け
ら
れ
た
注
釈
を
読
ん
で
、
そ
の
適
切
に
し
て
丁
寧
な
解
説
ぶ
り

に
私
は
舌
を
巻
き
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
先
日
、
知
恩
院
か
ら

『
御
法
語
集
』
の
何
十
年
ぶ
り
か
の
改
訂
版
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

見
る
と
、
句
読
点
の
打
ち
直
し
と
仮
名
遣
い
の
変
更
が
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
す
。
言
葉
は
悪
い
で
す
が
、
錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
が
揃
っ
て

い
な
が
ら
こ
れ
だ
け
の
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
の
か
と
、
正
直
私

は
大
変
残
念
な
思
い
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
知
識
の
出
し
惜
し

み
で
、
あ
ま
り
に
も
も
っ
た
い
な
い
話
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

現
代
語
訳
本
の
表
紙
に
は
、
表
題
の
『
元
祖
大
師
御
法
語
』
よ
り

大
き
な
字
で
「
誓
願
寺
」
と
入
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
何
も

傲
慢
か
ら
そ
う
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
平
成
版
』
の
あ
と

が
き
に
よ
れ
ば
本
山
は
『
御
法
語
集
』
を
「
聖
典
」
と
位
置
づ
け
て

い
な
が
ら
、
そ
の
中
身
の
理
解
に
お
い
て
ず
っ
と
役
立
つ
で
あ
ろ
う

現
代
語
訳
を
、
本
山
や
宗
よ
り
も
先
に
末
端
の
一
寺
院
が
自
主
的
に

出
版
し
た
こ
と
へ
の
異
議
申
し
立
て
の
思
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。

　

当
山
で
現
代
語
訳
を
出
版
し
て
以
降
、
僧
侶
仲
間
の
方
か
ら
「
こ

れ
は
蛮
勇
だ
」「
あ
る
意
味
『
世
間
知
ら
ず
』
だ
か
ら
で
き
た
こ
と

だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
す
べ
て
、
私
は
都
合
よ
く
ほ
め

言
葉
と
し
て
聞
い
た
の
で
す
が
、
確
か
に
宗
定
訳
の
出
版
と
も
な
れ
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立
つ
だ
け
の
事
業
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な

お
金
が
あ
る
な
ら
ば
、
浄
土
宗
の
基
本
的
な
出
版
物
に
そ
の
お
金
を

か
け
て
、
い
つ
で
も
手
に
取
れ
る
よ
う
に
と
ま
で
は
申
し
ま
せ
ん
、

せ
め
て
、
探
せ
ば
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
は
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
ほ
う
が
、
地
味
な
布
教
活
動
な
が
ら
も

法
然
上
人
は
お
喜
び
に
な
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。



─ 353 ─

基
づ
く
先
祖
供
養
や
道
教
流
の
現
世
利
益
に
基
づ
く
祈
祷
が
、
日
本

仏
教
の
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
非
イ
ン
ド
的
な
仏
教
の
流
れ
を
批
判
し
た
の
は
親
鸞
上
人
で

あ
る
。
親
鸞
上
人
の
生
死
観
は
、
イ
ン
ド
仏
教
に
回
帰
し
て
い
る
。

親
鸞
上
人
は
イ
ン
ド
流
に
「
自
分
の
死
体
は
物
体
に
過
ぎ
ず
、
死
後

は
鴨
川
に
投
げ
捨
て
魚
に
食
わ
せ
」
と
い
う
有
名
な
遺
言
を
し
て
い

る
。

　

現
在
の
浄
土
真
宗
で
は
、
本
来
儒
教
流
の
先
祖
供
養
な
ど
な
い
は

ず
で
あ
る
。
浄
土
宗
で
は
、
衆
生
を
救
い
給
う
事
を
本
願
と
す
る
阿

弥
陀
如
来
に
す
が
り
浄
土
に
往
っ
て
生
き
る
。
即
ち
往
生
す
る
こ
と

が
、
信
仰
の
根
本
で
あ
る
。

　

浄
土
に
往
き
、
そ
こ
で
生
き
る
こ
と
が
、
可
能
で
あ
る
か
ら
輪
廻

転
生
は
な
い
。
そ
れ
故
、
先
祖
供
養
に
用
い
る
位
牌
や
墓
は
不
要
で

あ
る
。
唯
だ
一
心
に
阿
弥
陀
如
来
に
す
が
り
念
仏
を
唱
え
る
の
が
、

は
じ
め
に

　

三
宅
敬
誠
上
人
の
後
を
引
き
継
い
で
現
在
の
浄
土
宗
行
政
に
更
に

強
い
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
、
ヨ
コ
社
会
の
確
立
を
提
案
す
る
と
共
に
、

五
重
講
の
重
要
な
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
・
浄
土
宗
の
日
常
の
宗
教
活
動

　

浄
土
宗
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
既
成
教
団
が
、
日
常
行
っ
て
い
る

宗
教
活
動
、
葬
式
に
関
す
る
法
要
（
枕
経
・
通
夜
・
葬
式
・
中
陰

等
）
年
忌
、
春
秋
彼
岸
、
お
盆
行
事
、
施
餓
鬼
、
御
忌
、
十
夜
、
念

仏
会
等
、
そ
の
柱
は
全
て
先
祖
供
養
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
法
務

を
果
た
す
こ
と
に
依
っ
て
現
在
の
お
寺
は
運
営
で
き
て
い
る
。
平
安

時
代
に
、
平
安
仏
教
は
、
儒
教
、
道
教
を
取
り
入
れ
た
中
国
仏
教
が
、

日
本
に
根
を
下
ろ
し
出
発
点
と
な
り
、
以
後
儒
教
流
の
先
祖
祭
祀
に

ヨ
コ
社
会
の
確
立
と
五
重
講
の
役
割
（
Ⅱ
）

横　

井　

照　

典
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二
・
布
教
の
原
点
は
何
か

　

今
が
浄
土
宗
の
布
教
の
正
念
場
だ
。

　

習
俗
に
甘
ん
じ
て
い
て
は
、
本
当
の
宗
教
活
動
と
は
言
え
な
い
し

完
全
な
宗
教
的
救
済
は
で
き
な
い
。

　

そ
し
て
、
布
教
の
原
点
を
支
え
る
社
会
全
体
を
つ
な
ぐ
全
体
観
が

出
来
な
い
。
布
教
と
は
念
仏
同
行
者
の
ヨ
コ
社
会
を
作
る
こ
と
で
、

庶
民
を
救
済
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
義
を
流
布
す
る
こ
と
で

な
く
、
安
心
を
流
布
す
る
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
宗
教
団
は
、
本
来
庶

民
に
安
心
を
与
え
る
念
仏
同
行
者
の
ヨ
コ
社
会
な
の
で
あ
る
。
念
仏

申
す
者
は
、
同
輩
で
あ
り
、
即
ち
仲
間
で
あ
る
と
共
に
、
喜
び
、
悲

し
み
を
人
々
と
共
に
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
共
生
感
を
実
感
す
る
。

そ
れ
は
人
々
に
連
帯
意
識
を
強
化
す
る
と
同
時
に
安
心
を
与
え
る
。

そ
し
て
信
心
を
互
い
に
深
め
合
え
る
場
と
な
る
。
法
然
上
人
八
百
年

大
遠
忌
に
か
か
げ
て
い
る
「
法
然
共
生
」
即
ち
、
こ
の
ヨ
コ
社
会
の

組
織
こ
そ
が
、
念
仏
同
行
者
の
講
で
あ
り
、
宗
教
結
社
で
あ
り
、
テ

ー
マ
は
誠
に
良
い
が
方
法
論
を
示
し
て
い
な
い
。
た
だ
の
言
葉
だ
け

で
あ
る
。
こ
れ
を
実
現
す
る
場
が
、
ヨ
コ
社
会
な
の
で
あ
る
。
蓮
社

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
浄
土
宗
本
来
の
庶
民
救
済
が
あ
る
。
法
然
上

人
八
百
年
大
遠
忌
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
法
然
上
人
に
対
す
る
最
大

本
当
の
信
者
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
実
は
ど
う
か
。
京
都
東
山
に
あ
る
大
谷
本
廟
、
累
々

た
る
墓
石
群
、
宗
祖
親
鸞
の
心
に
反
し
て
で
も
墓
を
作
る
日
本
人
の

心
の
中
に
あ
る
魂
へ
の
思
い
、
先
祖
供
養
、
墓
参
り
と
い
う
心
情
を

確
か
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　

先
祖
供
養
や
、
墓
へ
の
本
質
的
要
求
は
、
江
戸
時
代
よ
り
も
は
る

か
以
前
か
ら
ず
っ
と
あ
っ
た
。
日
本
人
の
そ
の
本
質
的
要
求
に
対
し

て
、
そ
れ
で
そ
の
時
代
や
社
会
的
シ
ス
テ
ム
が
か
か
わ
っ
た
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。

　

先
祖
供
養
、
墓
に
基
づ
く
宗
教
性
は
西
暦
前
の
古
く
か
ら
、
現
在

に
至
る
ま
で
微
動
だ
に
せ
ず
、
東
北
ア
ジ
ア
人
の
中
に
流
れ
て
い
る
。

い
わ
ば
歴
史
的
深
層
を
、
ず
っ
と
流
れ
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
深
層
に
あ
る
宗
教
性
が
、
各
時
代
に
依
っ
て
形
を
変
え
て
、

表
層
に
現
れ
て
く
る
の
だ
。
そ
の
各
時
代
は
そ
の
時
代
の
社
会
的
構

造
に
基
づ
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
は
寺
請
制
度
の
中
に

姿
を
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
我
々
浄
土
宗
の
日
常
法
務
は
浄
土

宗
の
教
義
に
は
な
く
法
然
上
人
大
遠
忌
も
法
然
上
人
の
思
想
に
合
致

し
な
い
。
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三
・
宗
の
五
重
講
連
合
体
の
結
成

　

五
重
相
伝
が
成
満
す
れ
ば
、
各
寺
院
毎
で
、
五
重
講
を
結
成
し
、

年
間
一
回
は
五
重
作
礼
を
行
う
と
共
に
、
年
に
数
回
の
五
重
講
の
自

主
運
営
も
す
る
。
そ
し
て
教
区
で
連
合
体
を
結
成
、
定
期
的
に
年
間

一
回
の
講
の
大
会
を
開
催
し
、
宗
で
は
宗
の
連
合
体
を
、
教
学
局
又

は
社
会
局
で
統
括
、
年
一
回
の
連
合
大
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
よ
り
、

宗
と
の
一
体
感
が
壇
信
徒
に
芽
生
え
宗
の
強
化
と
な
る
。

　

こ
れ
で
本
来
の
教
団
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
一

体
感
が
な
い
と
浄
土
宗
の
明
日
は
な
い
。

　

今
の
浄
土
宗
は
、
単
な
る
僧
侶
の
協
同
組
合
に
過
ぎ
ず
本
来
の
教

団
で
は
な
い
。

主
な
参
考
文
献

　

一
・
沈
黙
の
宗
教　

儒
教

　
　
　
　
　
　

著
者　

加
地
伸
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　

筑
摩
書
房

　

一
・
お
位
牌
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か

　
　
　
　
　
　

著
者　

多
田
孝
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

興
山
舍

の
報
恩
は
な
に
か
。
そ
れ
は
、
念
仏
篤
信
者
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ

る
。
私
共
、
浄
土
宗
の
看
板
を
上
げ
て
い
る
な
ら
他
宗
と
明
確
に
区

別
さ
れ
る
法
要
は
、
五
重
相
伝
以
外
に
な
い
。
し
か
し
現
状
は
ど
う

か
。
最
近
五
年
間
で
五
重
相
伝
実
施
寺
院
教
は
平
均
年
間
百
カ
寺
ソ

コ
ソ
コ
で
あ
る
。
全
寺
院
数
の
１
・
５
％
に
す
ぎ
な
い
。
浄
土
宗
の

看
板
が
泣
く
だ
け
で
な
い
。
法
然
上
人
に
申
し
訳
な
い
の
で
は
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
僧
侶
に
念
仏
篤
信
者
を
育
成
す
る
使
命
感
が

感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
私
一
人
だ
け
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
十
年
が
浄

土
宗
の
念
仏
篤
信
者
育
成
の
正
念
場
で
あ
る
。
八
百
年
大
遠
忌
を
生

か
さ
な
い
と
教
団
の
弱
体
化
に
な
る
。
ま
た
教
団
も
寺
院
も
衰
退
す

る
。
中
小
寺
院
に
ま
た
五
重
相
伝
未
開
廷
寺
院
の
最
大
ネ
ッ
ク
は
運

営
資
金
で
あ
る
。
宗
の
大
遠
忌
事
業
の
一
部
を
中
止
し
て
で
も
会
所

寺
院
一
ケ
当
り
、
百
万
円
の
奨
励
金
を
出
す
大
胆
な
援
助
政
策
を
ね

が
い
た
い
。
今
年
、
東
京
教
区
（
鈴
木
宏
侑
教
区
長
）
で
は
七
百
五

十
万
を
計
上
し
、
一
会
所
当
り
七
十
五
万
円
の
奨
励
金
を
出
し
、
予

算
全
額
活
用
さ
れ
て
い
る
。
宗
が
実
施
寺
院
年
間
八
ヶ
寺
程
度
で
は
、

そ
の
姿
勢
が
問
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
、
浄
土
宗
法
度
を
守
っ
て
い
た

地
域
で
は
、
余
り
五
重
相
伝
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
が
。
し
か

し
今
回
の
東
京
教
区
五
重
奨
励
金
は
歴
史
的
快
挙
で
あ
る
。
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■
彙
　
報  

　

平
成
二
十
一
年
度
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
は
、

平
成
二
十
一
年
九
月
三
日
（
木
）・
四
日
（
金
）

の
両
日
、
東
京
の
大
正
大
学
を
会
場
と
し
て
左
記

の
通
り
開
催
さ
れ
た
。
主
催
は
浄
土
宗（
教
学
院
・

布
教
師
会
・
法
式
教
師
会
・
総
合
研
究
所
）で
あ
る
。

本
号
は
こ
の
学
術
大
会
に
お
け
る
紀
要
で
あ
る
。

【
大
会
日
程
】

　

受
付　
　
　
　
　
　

午
前
九
時

　

開
会
式　
　
　
　
　

午
前
九
時
三
十
分

　

基
調
講
演　
　
　
　

午
前
十
時

　

記
念
写
真　
　
　
　

午
前
十
一
時
三
十
分

　

一
般
研
究
発
表　
　

午
後
一
時

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
①　

午
後
三
時

九
月
四
日
（
金
）

　

受
付　
　
　
　
　
　

午
前
八
時
三
十
分

　

一
般
研
究
発
表　
　

午
前
九
時

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
②　

午
後
一
時

　

合
同
総
会　
　
　
　

午
後
三
時
三
十
分

　

閉
会
式　
　
　
　
　

午
後
四
時

【
基
調
講
演
】

　

五
重
相
伝
に
つ
い
て

　

浄
土
宗
布
教
師
会
理
事
長�

柴
田
哲
彦

�

（
敬
称
略
）

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
①
】

　

五
重
相
伝
の
歴
史
と
現
状

　

パ
ネ
ラ
ー　

大
正
大
学
教
授�

宇
高
良
哲

　
　

大
本
山
増
上
寺
布
教
師
会
会
長�

正
村
瑛
明

　
　

総
本
山
知
恩
院
布
教
師�

横
井
照
典

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　
　

総
合
研
究
所
主
任
研
究
員�

今
岡
達
雄

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
②
】

　

五
重
相
伝
の
こ
れ
か
ら

　
　

パ
ネ
ラ
ー　

総
合
研
究
所
研
究
員

�

後
藤
真
法

　
　

大
本
山
金
戒
光
明
寺
布
教
師
会
副
会
長

�

日
下
部
謙
旨

　
　

総
合
研
究
所
研
究
員�

西
城
宗
隆

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　
　

大
正
大
学
准
教
授�

林
田
康
順

�
�

�

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

【
一
般
研
究
発
表
】

▽
第
一
部
会
（
三
日
）

十
七
条
御
法
語
に
つ
い
て�

長
尾
隆
寛

明
恵
『
解
脱
門
義
』
所
説
の
図
印
に
つ
い
て�

�

高
橋
寿
光

法
然
上
人
に
お
け
る
浄
土
観�

齋
藤
蒙
光

法
然
の
廃
助
傍
の
三
義
に
関
し
て�

角
野
玄
樹

法
然
上
人
の
万
徳
所
帰
論
に
つ
い
て�

曽
根
宣
雄

法
然
上
人
「
選
択
」
思
想
の
成
立
と
そ
の
意
義

�

林
田
康
順

▽
第
一
部
会
（
四
日
）

良
忠
上
人
に
お
け
る
諸
行
観�

高
津
晴
生

東
向
観
音
蔵
良
忠
撰
『
浄
土
宗
要
集
』
に
つ
い

て�

南　

宏
信

聖
光
の
浄
土
教
思
想
に
見
ら
れ
る
対
他
宗
的
要

素
に
つ
い
て
─
往
生
経
典
の
扱
い
を
中
心
に

─�

郡
嶋
昭
示

宗
教
間
対
話
に
お
け
る
法
然
浄
土
教�

市
川
定
敬

覚
明
房
長
西
の
修
学
に
つ
い
て�

吉
田
淳
雄

了
慧
『
無
量
寿
経
鈔
』
の
引
用
文
献
に
つ
い
て

�

曽
和
義
宏

良
暁
・
尊
観
の
論
争
─
一
念
多
念
業
成
を
中
心

に
─�

伊
藤
茂
樹

鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
選
択
と
統
摂
─
良
忠
と
良

遍
を
中
心
に
─�

坂
上
雅
翁

阿
弥
陀
経
釈
古
層
復
元
本
（
稿
）�

岸　

一
英
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▽
第
二
部
会
（
三
日
）

永
観
の
念
仏
観�

高
瀬
顕
功

良
忠
述
『
観
経
疏
伝
通
記
』
に
お
け
る
引
用
典

籍
に
つ
い
て
─
元
照
『
観
経
新
疏
』
を
中
心

に
─�

沼
倉
雄
人

摂
門
『
檀
林
志
』
巻
一
に
つ
い
て�

石
川
達
也

念
仏
獨
湛
に
つ
い
て
─
そ
の
Ⅱ
─�

田
中
芳
道

聖
冏
自
身
に
よ
る
『
頌
義
』
の
註
釈
に
つ
い
て

�

東
海
林
良
昌

近
世
中
期
近
江
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
住
職
の

異
動
に
つ
い
て�
伊
藤
真
昭

▽
第
二
部
会
（
四
日
）

『
安
楽
集
』
に
お
け
る
「
善
知
識
」
に
つ
い
て

�

杉
山
裕
俊

雲
棲
袾
宏
に
お
け
る
精
進
─『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』

と
『
禅
関
策
進
』
の
関
係
─�

石
上
壽
應

『
群
疑
論
』
に
お
け
る
見
仏
と
往
生
に
つ
い
て

�

大
屋
正
順

「
唐
律
」
と
中
国
浄
土
教
─
善
導
『
観
経
疏
』

に
見
る
「
唐
律
」
の
影
響
─�

稲
岡
正
順

迦
才
「
浄
土
論
」
に
お
け
る
吉
蔵
の
影
響�

�

工
藤
量
導

「
宗
」
の
三
義
─
独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
─�

�

吉
水
岳
彦

中
国
北
朝
の
浄
土
教
信
仰
─
造
像
銘
を
通
じ
て

─�

石
川
琢
道

『
釋
浄
土
群
疑
論
』
に
説
か
れ
る
浄
土
の
三
界

摂
不
摂
論
と
善
導
教
学
と
の
関
係�

村
上
真
瑞

阿
弥
陀
浄
土
成
仏
授
記
の
表
現�

神
居
文
彰

▽
第
三
部
会
（
三
日
）

観
経
の
九
観
・
光
明
体
験
と
仏
像（
イ
ル
ミ
ネ
ー

シ
ョ
ン
）
に
つ
い
て
─
念
仏
三
昧
と
空
観
─

�

法
山
直
然

〈
無
量
寿
経
〉
発
起
序
の
一
考
察�

石
田
一
裕

『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
世
自
在
王
仏
に
つ
い

て�

柴
田
泰
山

『
阿
弥
陀
経
』に
お
け
る「
説
」に
つ
い
て
─「
聞

説
阿
弥
陀
仏
」
を
中
心
に
─�

袖
山
榮
輝

〈
無
量
寿
経
〉
の
須
弥
山
の
有
無
を
め
ぐ
る
問

答�

齊
藤
舜
健

浄
土
教
に
お
け
る
現
生
論�

粂
原
恒
久

▽
第
三
部
会
（
四
日
）

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
を
用
い
た
宗
教

研
究
の
成
果
と
展
望�

横
井
大
覚

昭
和
前
期
に
お
け
る
「
宗
教
的
情
操
」
─
雑
誌

『
宗
教
と
教
育
』
か
ら
の
一
考
察
─�

�
齋
藤
知
明

「
日
本
近
代
仏
教
」
の
研
究
視
座
に
関
す
る
一

試
論
─
仏
教
史
か
ら
宗
教
史
へ
─�

江
島
尚
俊

京
都
大
学
所
蔵
七
百
頌
般
若
梵
語
写
本
の
位
置

付
け�

佐
藤
堅
正

Ā
rya-V

im
uktisena

に
よ
る
『
現
観
荘
厳
論

註
』（A

bhisam
ayālam

4kāravr

4tti

）
論
文

写
本
と
そ
の
内
容
─
第
８
法
身
章
を
中
心
に

─�

中
村
法
道

敦
煌
見
学
の
報
告
─
阿
弥
陀
経
・
観
経
の
変
相

図
を
中
心
に
─�

カ
レ
ン　

マ
ッ
ク

養
鸕
徹
定
の
著
作
よ
り
見
る
袋
中
蒐
集
一
切
経

と
そ
の
来
歴�

三
宅
徹
誠

興
学
舎
と
浄
土
教
報
社
お
よ
び
紀
念
継
志
学
舎

に
つ
い
て�

三
輪
晴
雄

近
代
に
お
け
る
原
始
仏
教
学
の
導
入�

西
村
實
則

▽
第
四
部
会
（
三
日
）

誕
生
地
よ
り
見
た
良
忠
上
人
伝
─
石
見
、
安
芸

に
於
け
る
教
化
に
つ
い
て
─�

田
原
聖
朗

木
魚
念
仏
─
不
退
圓
説
上
人
像
と
そ
の
胎
内
文

書
に
つ
い
て
─�

伊
藤
正
芳

『
称
名
念
仏
奇
特
現
証
集
』
に
お
け
る
奇
端
に

つ
い
て�

永
田
真
隆

万
延
以
降
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
寺
院
の
動
向�

�

遠
藤
聡
明

増
上
寺
日
鑑
「
隠
密
加
行
次
第
」
と
『
三
脈
口

訣
』
に
よ
る
伝
法
様
式
の
解
明�

真
柄
和
人
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▽
第
四
部
会
（
四
日
）

浄
土
宗
の
仏
陀
観
─
善
導
の
仏
陀
観
─�

�

大
田
信
弘

仏
教
と
女
性�

野
笹
浄
照

椎
尾
共
生
論
の
形
成
─
共
生
主
張
の
起
点
─�

�

神
谷
正
義

祭
文
の
研
究
─
曾
根
崎
心
中
観
音
周
り
と
聖
衆

来
迎
─�

加
藤
善
也

少
年
期
の
与
謝
蕪
村
─
そ
の
思
想
的
背
景
に
つ

い
て
─�
梅
田
慈
弘

木
下
尚
江
の
法
然
上
人
像
─
『
法
然
と
親
鸞
』

を
中
心
に
─�
小
嶋
知
善

五
重
相
伝
に
お
け
る
日
課
誓
約
に
つ
い
て�

�

大
田
珠
光

五
重
相
伝
─
特
に
大
和
の
暗
夜
懺
悔
道
場
に
つ

い
て
─�

森
田
孝
隆

五
重
相
伝
─
特
に
近
江
の
暗
夜
懺
悔
道
場
に
つ

い
て
─�

西
山
精
司

▽
第
五
部
会
（
三
日
）

博
士
に
よ
る
和
訳
礼
賛
の
表
記
に
つ
い
て
の
一

考
察
③�

荒
木
信
道

法
式
資
料
（
一
）�

板
倉
宏
昌

浄
土
宗
声
明
の
譜
表
等
に
関
す
る
一
考
察（
Ｘ
）

�

廣
中
宏
雄

「
六
道
講
式
」
に
つ
い
て�

坂
上
典
翁

緑
山
式
「
懺
悔
会
」
に
つ
い
て�

廣
本
榮
康

葬
儀
式
の
回
向
に
つ
い
て�

熊
井
康
雄

▽
第
五
部
会
（
四
日
）

花
ま
つ
り
の
「
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ゲ
ー
ム
」

化
に
つ
い
て�

山
仲
良
隆

昭
和
18
年
「
共
生
」
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
師

の
言
説
に
つ
い
て�

加
藤
良
光

『
元
祖
大
師
御
法
語
』
の
現
代
語
訳
本
を
出
版

し
て�

鈴
木
知
見

現
代
僧
侶
の
社
会
的
役
割
─
民
生
児
童
委
員
活

動
を
通
じ
て
─�

堤　

康
雄

「
子
ど
も
虐
待
」
を
考
え
る
─
児
童
相
談
所
で

出
合
っ
た
事
例
を
通
し
て
─�

井
上
良
純

安
西
法
師
の
行
履
─
奇
蹟
以
上
の
大
事
実
─�

�

小
島
泰
雄

通
夜
・
葬
儀
に
お
け
る
文
書
伝
道�

辻
本
光
信

た
ま
し
い
と
命
に
つ
い
て�

石
割
広
全

▽
第
六
部
会
（
三
日
）

五
重
相
伝
の
推
進
に
つ
い
て
─
埼
玉
教
区
開
筵

に
お
け
る
一
考
察
─�

池
田
常
臣

五
重
相
伝
に
つ
い
て
─
浄
土
宗
西
山
派
と
の
比

較
─�
成
田
勝
美

現
在
し
た
ら
考
─
一
掃
除
二
勤
行
再
説
─�

�

石
川
三
雄

源
氏
物
語
と
仏
教�

魚
尾
孝
久

ツ
ー
リ
ズ
ム
と
宗
教�

小
川
慈
祐

在
阿
法
師
に
つ
い
て
（
Ⅲ
）�

佐
藤
晴
輝

▽
第
六
部
会
（
四
日
）

「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
」
─
平
家
物
語
序
の
構

想
─�

石
田　

肇

福
田
行
誠
上
人
の
『
伝
語
』
を
め
ぐ
る
問
題
に

つ
い
て�

大
澤
亮
我

十
阿
義
聞
『
二
時
食
作
法
文
諺
註
』
に
つ
い
て

�

八
橋
秀
法

ヨ
コ
社
会
の
確
立
と
五
重
講
の
役
割
（
１
）�

�

三
宅
敬
誠

ヨ
コ
社
会
の
確
立
と
五
重
講
の
役
割
（
２
）�

�

横
井
照
典

「
仏
教
福
祉
」
述
語
整
理
上
の
問
題
点
①�

�

上
田
千
年

往
生
と
死
へ
の
準
備
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
①

仏
教
と
医
療
─Scientific�Evidence�and�

Com
passion�in�A

ction

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国

際
会
議
報
告
）
─�

ジ
ョ
ナ
サ
ン　

ワ
ッ
ツ

往
生
と
死
へ
の
準
備
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
②

在
宅
ケ
ア
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
役
割
─
可

能
性
と
限
界
─�

戸
松
義
晴

医
療
技
術
の
進
展
と
浄
土
教�

今
岡
達
雄
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▽
第
七
部
会
（
三
日
）

浄
土
宗
に
お
け
る
授
戒
戒
の
位
置
づ
け�

�

井
野
周
隆

葬
儀
社
の
目
か
ら
見
た
法
話
の
現
状
と
仮
題
─

「
葬
儀
に
お
け
る
法
話
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
よ

り
─
①�

宮
入
良
光

葬
儀
社
の
目
か
ら
見
た
法
話
の
現
状
と
仮
題
─

「
葬
儀
に
お
け
る
法
話
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
よ

り
─
②�

八
木
英
哉

「
お
葬
式
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査　

寺
院

対
象
編
」
第
一
次
分
析
報
告
①�
和
田
典
善

「
お
葬
式
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査　

寺
院

対
象
編
」
第
一
次
分
析
報
告
②�

名
和
清
隆

「
お
葬
式
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査　

寺
院

対
象
編
」
第
一
次
分
析
報
告
③�

武
田
道
生

＊
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
拠
る
。
収
録
論
文
と
題
目

が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

�

（
各
部
会
発
表
順
・
敬
称
略
）

�

（
林
田
康
順
記
）
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編
集
後
記

◆
『
仏
教
論
叢
』
第
五
四
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

◆
本
号
は
平
成
二
十
一
年
度
・
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
（
九
月
三
日
・
四
日
、
於
大
正
大
学
）
に
お
け
る
、

基
調
講
演
と
二
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
講
演
記
録
、
お
よ
び
、
一
般
研
究
発
表
の
成
果
を
掲
載
し
て
お
り
ま

す
。

◆
基
調
講
演
と
両
日
に
わ
た
る
二
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
き
ま
し
て
は
、「
五
重
相
伝
」
を
共
通
テ
ー
マ

と
し
て
、
浄
土
宗
布
教
師
会
理
事
長
・
柴
田
哲
彦
先
生
を
は
じ
め
、
諸
先
生
か
ら
貴
重
な
ご
講
演
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

◆
一
般
研
究
発
表
は
、
そ
の
成
果
を
浄
土
宗
教
学
院
編
集
委
員
会
の
厳
正
な
審
査
を
経
て
、
論
文
・
研
究
ノ

ー
ト
・
エ
ッ
セ
ー
の
三
分
野
に
配
当
し
た
上
で
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

◆
わ
が
浄
土
宗
門
人
に
よ
る
年
に
一
度
の
総
合
学
術
大
会
は
、
宗
門
の
学
術
活
動
の
現
状
を
物
語
っ
て
い
ま

す
。
今
後
も
、
よ
り
多
く
の
方
々
の
参
加
と
研
究
発
表
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
大
会
が
発
展
す
る
こ
と
を
願

っ
て
い
ま
す
。

◆
本
大
会
な
ら
び
に
本
誌
に
つ
き
ま
し
て
の
ご
意
見
や
ご
感
想
を
頂
戴
し
、
さ
ら
に
充
実
し
た
も
の
を
作
り

上
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　

（
廣
川
堯
敏
／
大
南
龍
昇
記
）



─ 28─

「
浄
土
宗
声
明
の
研
究
」
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例
示
２
、
中
夜
礼
讃
偈
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　佛教論叢第53号に於いて、同テーマ（IX）で音声部の「三帰礼」と「日没
礼讃偈」と「発願文」の記譜について発表した。
　第53号（IX）で既に主張した事ではあるが、譜表の記譜に関しては、主も
大切なことは「読み安く」である。一曲中に嬰、変が臨時記号として多数必要
な場合は、譜表が読みずらくなるので、調子記号を使うのが普通である。ただ
し、無調の曲の場合は別である。この観点から、調子記号使用が合理的である
と思われる偈を列挙し、記譜を例示する。（同調偈は省略）
　音楽楽理的には、調子記号の記載が調性を読み安くするので、調子記号を使
用する事が一般的である。

　

　　　　浄土宗声明の譜表等に関する一考察（X）

　廣中　宏雄

　
例
示
１
、
初
夜
礼
讃
偈
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　［２．３．法身偈］�（Ms107r5）
　一切の現象は原因から生じるが、それら（現象）の原因を如来は正に説明し
た。それら（現象）には滅尽があると、偉大な修行者はこの様に言った。
　［２．４．回向文］�（Ms107r5）
　これは素晴らしい大乗を進む者であり、賢者であり、長老であり、仏教徒の
比丘である Cintāman

4

iśrīmitra の寄進物である。以上の様なここでの功徳は、
規範師・先生・母・父を始めとして、一切の衆生の集団が無上の智慧を獲得す
る為にあれ。
　［２．５．写本筆写の日付］�（Ms107r6）
　最高の支配者であり、最高の統治者であり、最高の仏教徒であり、最高の王
の中の王であり、栄光ある Rāmapāla 王による益々善良な統治の治世の第 32
年、Āśvina 月の第 15 日目［に筆写された］。
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　�shes�rab�pha�rol�phyin�tshul�gang�zhig�theg�chen� lam�la�gzhan�gyis�ma�
rtogs�pa�//

　�des�na�ʼphags�pa�gsal�baʼi�blo�mngaʼ�de7）�yis�rgyal�la�mngon�sum�nyid�zhus�
nas�//

　�grangs�don�go�rim8）�ming�dang�dbye�ba� ʼbras�buʼi�sgo�nas� ʼdi�bshad�ngo�
mtshar�che�//

３．３　和訳
　［１．Ārya-Vimuktisena 自 身 に よ る 奥 付］�（Ms107r3,�C223a4,�D212a4,�
G203a1,�N230a2,�P249a3）
　その者の行為が素晴らしく行われ、大乗に正しく住し、Kaurukulla で多く
の聖者達に尊敬される聖者であり（8）、多くの広大な僧院長である規範師
Buddhadāsa�の孫であり、仏教徒の比丘である Ārya-Vimuktisena の作である。
　別の大乗の者達によって導かれない般若波羅蜜の道理であり、そして事物と
して把握してしまう為に迷乱している多くの者達がそのことに関して徘徊する
様に彷徨っているその様な聖なる［道理］によって、即ち鋭い知性によって彼が
最後に（9）勝者に直接質問して、数・意味・順番・名前・区別・結果に基づいて
説明したことは、大いに不可思議である。
　［２．サンスクリット語写本筆写者による奥付］�（Ms107r4）
　［２．１．Jātakamālā�（VIII,�55）からの引用］�（Ms107r4）
　しかし、この功徳によって一切を見通す性質を獲得し、過失という敵達を征
服し、老衰・病気・死亡という大波で満たされた輪廻的生存の大海から衆生を
私は救い上げよう。
　［２．２．Śiks

4

āsamuccaya からの引用］�（Ms107r4）
　輪廻の果てしない起点がどれ程広くても、そこにいる限りの衆生の利益の為
に限界なく宗教的行いを私は実践しよう。

（8）（Skt.）�Kaurukullārya-sammatāryasya-.�Cf.�Vr
4

tti�（Tib.）�ʼphags�pa�mang�pos�bkur�ba�Ku�ru�ku�
lleʼi�sde�pa�（多くの聖者達に尊敬される Kaurukulla の部派の）.

（9）（Skt.）�tenāryen
4

a�cirād�ayam
4

�pat
4

udhiyā�［pr
4

］st
4 4

vaiva.�Cf.�Vr
4

tti�（Tib.）�des�na�ʼphags�pa�gsal�baʼi�
blo�mngaʼ�de�yis�（従って、鋭い知性を備えたその聖者が、）.

7）�de］�CDGN,�da�P.�8）�rim］�PGN,�rims�CD.
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　［２．４．回向文］�（Ms107r5）
　deya-dharmo� ʼyam

4

� pravara-mahāyāna-yāyinah
4

� pand
4 4

ita-sthavira-śākya-
bh iks

4

oś � C intāman
4

i ś r īmi t rasya � yad� a tra � pun
4

yam
4

� t ad � bhavatv�
ācāryopādhyāya-mātā-pitr

4

-pūrva［m
4

］-gama［m
4

］�kr
4

tvā（107r6）［sakala-sa］ttva-
rāśer�anuttara-jñāna-phalāvāptaya14�iti�||�||
　［２．５．写本筆写の日付］�（Ms107r6）
　parameśvara-parama-bhatt

4 4

āra［ka］-parama-saugata-mahārājādhirāja-
śrīmad-Rāmapāla-deva-pravardhamān

4

a-kalyān
4

a-vijaya-rājye� sam
4

vat� ||� 32� ||�
āśvina15-dine�||�5�||

３．２　チベット語訳文
　［1.�Ārya-Vimuktisena 自身による奥付］�（Ms107r3,�C223a4,�D212a4,�G203a1,�
N230a2,�P249a3）
　legs�par�spyad�paʼi�las�can�/�theg�pa�chen�po�la�yang�dag1）�par�gnas�pa�/�
ʼphags�pa�mang�pos�bkur�ba�Ku�ru�ku�lleʼi2）�sde�pa�gtsug3）�lag�khang�rgya�
chen�po�du�maʼi�bdag�po�/�slob�dpon�Sangs�rgyas� ʼbangs�kyi� tsha�bo4）�/�
shākyaʼi�dge�slong�ʼPhags�pa�rNam�par�grol�baʼi�sdes�mdzad�pa�rdzogs�so�//�
//
　�gang�du�dngos�por�dmigs�pas�dkrugs�pa�mang�pos5）�bkur�ba�bzhin�du�

'khrul�gyur�pas6）�//

（7）Śiks
4

āsamuccaya:�（Skt.）�Bendall,�Cecil.�Çikshāsamuccaya: a compendium of Buddhistic teaching.�
St.�Pétersburg:�Commissionnaires�de�lʼAcademie�imperiale�des�sciences,�1902;�p.�13,�11.�18-19:�
evam

4

�hi� tenoktam
4

� ||� yāvatī�prathamā�kot
4

ih
4

� sam
4

sārasyāntavarjitā� |� tāvat� satvahitārthāya�
caris

4

yāmy�amitām�carim�||�.�.�.�iti�||
　　（Tib.）�D�（3940）�khi�10b4-11a1,�P�［102］�（5336）�ki�12b3-13a2:�des�ʼdi�skad�ces�||�ʼkhor�ba�thog�ma�

med�pa�yis�||�sngon�gyi�tha�ma�ji�srid�pa�||�de�srid�sems�can�phan�don�du�||�spyod�pa�dpag�yas�
spyad�par�bgyi�||�.�.�.�zhes�brjod�do�||

　　（Chin.）�T�［32］�（1636）�78b15-24:�亦如是發如彼所説。乃至最初遠離輪迴邊際。利益衆生行如是行。
.�.�.

12� carīm］� Ms;� carim� Śiks
4

āsamuccaya.� 13�［hetu-prabha］vā� conj.;�（hetu-prabha）vā� Ms.� 14�
-phalāvāptaya］�em.;�-phalāvāvāptaya�Ms.�15�āśvina-］�conj.;�aśvina-�Ms.

1）�dag］�CDGP,�nag�N.�2）�lle'i］�CD,�la'i�GNP.�3）�gtsug］�CGNP,�gcug�D.�4）�bo］�CDGP,�ba�N.�5）�pos］�CDP,�
po�GN.�6）�pas］�CDGN,�pa�P.�
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G203a1,�N230a2,�P249a3）
　kr

4

tih
4

� sukr
4

ti-karman
4

o1�mahāyāna-sam
4

［pra］sthitasya2�śākya-bhiks
4

or�Ārya-
Vimuktisenasya3�Kaurukullārya-sammatāryasyānekodāra4-vihāra-svāmy-
ācārya-Buddhadāsa-naptuh

4

�||�||
　prajñāpāramitā-nayo�na�gamito�yo�ʼnyair�mahāyānikair
　yatrāvarta�iva�bhramanti�bahavo�vastūpalambhā（107r4）kulāh

4

�|
　tenāryen

4

a�cirād�ayam
4

�pat
4

udhiyā�［pr
4

］st
4 4

vaiva5�sāks
4

āj�jinam
4

　sam
4

［kh］yārtha-krama6-nāma-bheda-phalato�vyākhyāta�ity�adbhutam
4

�||
　［２．サンスクリット語写本筆写者による奥付］�（Ms107r4）
　［２．１．Jātakamālā（VIII,�55）からの引用］�（Ms107r4）
　anena�pun

4

yena�tu�sarva-darśitām�avāpya�nirjitya�ca�dos
4

a-vidvis
4

ah
4

7�|
　jarā-rujā-mr

4

tyu-mahormi-sam
4

kulāt�samuddhareyam
4

�bhava-sāgarāj�jagat8�|
（６）

|
　［２．２．Śiks

4

āsamuccaya からの引用］�（Ms107r4）
　yāvatī�prathamā�kot

4

ih
4

9�sam
4

sāra［syāntavarji］（107r5）tā10�|
　tāvat-sattva-hitāyaiva11�caris

4

yāmy�amitām
4

�carīm12�|
（７）

|
　［２．３．法身偈］�（Ms107r5）
　ye�dharmā�［hetu-prabha］vā13�hetum

4

�tes
4

ām
4

�tathāgato�hy�avada［t�|
　t］es

4

ām
4

�ca�yo�nirodha�evam-vādī�mahā-śraman
4

ah
4

�||

（6）Jātakamālā,� VIII,� 55:�（Skt.）� Hanisch,� Albrecht.� Āryaśūras Jātakamālā: philologische 
Untersuchungen zu den Legenden 1 bis 15.�Marburg:� Indica�et�Tibetica�Verlag,�2005:�anena�
pun

4

yena� tu� sarva-darśitām�avāpya�nirjitya� ca�dos
4

a-vidvis
4

ah
4

� |� jarā-rujā-mr
4

tyu-mahormi-
sam

4

kulāt�samuddhareyam
4

�bhava-sāgarāj�jagat�||
　　（Tib.）�D�（4150）�hu�29b5-6,�P�［128］�（5650）�ke�32a4-5:�bsod�nams�ʼdis�ni�thams�cad�gzigs�pa�yi�||�

go� ʼphang�thob�（ʼthob�P）�cing�skyon�gyi�dgra�btul�nas� ||� rga�dang�na�dang� ʼchi�baʼi� rlabs�
ʼkhrugs�paʼi�||�srid�paʼi�mtsho�las�skye�bo�ʼdon�par�ʼdod�||

1� sukr
4

ti-karman
4

o］�em.;� su{su}kr
4

ti-karmman
4

o�Ms.�Vr
4
tti（Tib.）� legs�par�spyad�paʼi� las�can.�

 

2� -sam
4

［pra］sthitasya］� em.;� -sam
4

（pra）sthitasya�Ms.�Vr
4

tti�（Tib.）�yang� dag� par� gnas� pa.� 3�Ārya-
Vimuktisenasya］� em.;� ārya-vimuktis

4

en
4

asya� Ms.� 4� -sammatā（r）yasyānekodāra-］� Ms. ;�
-sammatīyasyānekodāra-�Pensa.�5�［prst

4 4 4

vaiva］�conj.;�（pr
4

）st
4 4

veva�Ms.�Vr
4

tti�（Tib.）�zhus�nas.�6�sam
4

［kh］
yārtha-］�em.;� -sam

4

（kh）yārtha-�Ms.�Vr
4

tti�（Tib.）�grangs�don.�7� -vidvis
4

ah
4

］�Jātakamālā�（em.）;�-dvis
4

ah
4

�
Ms�（unmetrical）.� 8� -sāgarāj� jagat］�Jātakamālā�（em.）;� -sāgaro� ʼyam

4

� jjagatat*�Ms�（unmetrical）.� 9�
kot

4

ih
4

］��Śiks
4

āsamuccaya�（em.）;�kot
4

i�Ms.�10�-antavarjitā］�Śiks
4

āsamuccaya�（em.）;�-（antavarji）tā�Ms.�11�
tāvat�sattva-hitāyaiva］�Ms.;�tāvat�sattva-hitārthāya�Śiks

4

āsamuccaya.�
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表２：Vr
4

tti の第 8�章以降及び奥付の科段

9.2 順決択分の区別
9.2.1 第 1 章の順決択分 106r2 221a6 210a6 300b2 228a2 246b6
9.2.2 第 2 章の順決択分 106r4 221b4 210b3 301a1 228a7 247a4
9.2.3 第 4 章の順決択分 106r6 222a1 211a1 301a5 228b4 247b2
9.3 見道の区別
9.3.1 第 2 章の見道 106v1 222a4 211a3 301b2 228b7 247b5
9.3.2 第 3 章の見道 106v2 222a6 211a5 301b4 229a2 247b8
9.3.3 第 4 章の見道 106v3 222a7 211a7 301b6 229a4 248a2
9.3.4 第 5 章の見道 106v4 222b4 211b3 302a4 229a7 248a7
9.4 修道の区別 106v5 222b5 211b4 302a5 229b2 248b2
9.5 結頌 106v6 222b6 211b5 302b1 229b3 248b3
10.1 Ārya-Vimuktisena による奥付 107r3 223a5 212a4 303a1 230a2 249a3
10.2 サンスクリット語写本筆写者による奥

付
107r4 - - - - -

10.3 チベット語翻訳者による奥付 - 223a7 212a7 303a5 230a5 249a6

３　Vr
4
ttiの奥付の校訂と和訳

　Vr
4

tti の奥付の概要は以下の通りである。１．「Ārya-Vimuktisena 自身による奥
付」では、Ārya-Vimuktisena が Kaurukulla の Buddhadāsa の孫であることが
記 さ れ（5）、śārdūlavikrīd

4

itam 調 の １ 偈 が 述 べ ら れ る。 ２．１．「Jātakamālā
（VIII,�55）からの引用」では、Jātakamālā 第８章 Maitrībalajātaka の第 55 偈
が引用される。２．２．「Śiks

4

āsamuccaya からの引用」では、Śiks
4

āsamuccaya
に引用される vam

4

śastha 調の偈頌が引用される。２．３．「法身偈」では、ārya
調の変型であると考えられる法身偈が述べられる。２．４．「回向文」では、写
本筆写の寄進者が Cintāman

4

iśrīmitra であることが述べられる。２．５．「写本
筆写の日付」では、Rāmapāla 王の治世第 32�年 Āśvina 月第 15 日に筆写され
たことが述べられる。

３．１　サンスクリット語原文
　［１．Ārya-Vimuktisena� 自 身 に よ る 奥 付］�（Ms107r3,�C223a4,�D212a4,�

（5）同内容の記述がチベット撰述の歴史書にも見られる。Cf.�Bu�ston�chos� ʼbyung.�［Sining］:�
Krungoʼi�bod�kyi�shes�rig�dpe�skrun�khang,�1988;�p.�162,� l.�24-p.�163,� l.�3.�Cf.�Târanâthae de 
doctrinae Buddhicae in India propagatione.�Санктпетербургъ: Продается у Коммиссiонеровъ 
Императорской Академiи Наукъ,�1868;�p.�107,�l.�18-p.�109,�l.�7.
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8.2.1.2.1.17 忘れないこと（無忘失法） - 209a1 199a1 284b2 215a4 234a1
8.2.1.2.1.18 潜在余力の断絶 - 209a2 199a1 284b3 215a4 234a2
8.2.1.2.1.19 大悲 - 209a3 199a3 284b4 215a5 234a3
8.2.1.2.1.20 ［他と］共通しない牟尼だけの 18 の特

徴（十八不共仏）
- 209a5 199a5 284b4 215a7 234a5

8.2.1.2.1.21 一切相智者性 - 209b2 199b1 285a5 215b4 234b2
8.2.1.2.2 仏陀の顕現・恒常性 - 210a2 199b7 285b6 216a4 235a1
8.2.2 受用身
8.2.2.1 受用身の総説 - 210a6 200a4 286a4 216b1 235a5
8.2.2.2 受用身の詳説
8.2.2.2.1 32 の特徴
8.2.2.2.1.1 32 の特徴の列挙 - 210b1 200a5 286b1 216b3 235a7
8.2.2.2.1.2 32 の特徴の原因 *104v1 211b6 201b1 288a4 218a2 236b4
8.2.2.2.2 80 の二次的特徴 104v5* 213b6 203a6 290b6 220a3 238b5
8.2.3 変化身
8.2.3.1 変化身の総説 - 216a7 205b2 294a3 222b4 241a6
8.2.3.2 変化身の詳説 - 217a2 206a1 294b4 223a4 241b7
8.2.3.2.1 趣達（地獄・餓鬼・畜生・人・天）の

寂静
*105r1 217a6 206a6 295a3 223b2 242a5

8.2.3.2.2 ［衆生を］引きつける 4 つの事柄（四摂
事）

105r2 217b6 206b5 295b4 224a3 242b5

8.2.3.2.3 煩悩と清浄の理解 105r2 217b7 206b6 295b6 224a4 242b7
8.2.3.2.4 あるがままに衆生利益すること 105v2 218b6 207b4 297a2 225a4 243b7
8.2.3.2.5 六波羅蜜 105v3 218b7 207b5 297a4 225a5 244a1
8.2.3.2.6 仏陀への道 105v3 218b7 207b5 297a4 225a6 244a2
8.2.3.2.7 自性を欠いていること 105v3 219a1 207b6 297a5 225a6 244a2
8.2.3.2.8 ［主体と客体の］2 つの滅尽 105v4 219a2 207b7 297a6 225a7 244a4
8.2.3.2.9 世俗的な標識 105v4 219a2 208a1 297b1 225b1 244a5
8.2.3.2.10 認識対象にしないこと 105v5 219a3 208a1 297b2 225b1 244a6
8.2.3.2.11 衆生の成熟 105v5 219a4 208a2 297b3 225b3 244a7
8.2.3.2.12 菩薩の実践道 105v5 219a5 208a3 297b3 225b4 244a8
8.2.3.2.13 執着から退くこと 105v6 219a5 208a4 297b4 225b4 244b1
8.2.3.2.14 菩提の獲得 105v6* 219a6 208a4 297b5 225b5 244b2
8.2.3.2.15 清浄な仏国土 - 219a7 208a4 297b6 225b5 244b2
8.2.3.2.16 ［菩提が］決定していること - 219a7 208a6 297b6 225b6 244b3
8.2.3.2.17 無量の衆生利益 - 219b1 208a6 298a1 225b7 244b4
8.2.3.2.18 仏に仕える等の功徳 - 219b2 208a7 298a2 226a1 244b5
8.2.3.2.19 菩提の支分 - 219b3 208b2 298a4 226a3 244b7
8.2.3.2.20 行為の不滅 - 219b4 208b3 298a5 226a3 244b8
8.2.3.2.21 諦を見ること - 219b5 208b3 298a6 226a4 245a1
8.2.3.2.22 顛倒の断絶 - 219b6 208b4 298b1 226a5 245a2
8.2.3.2.23 ［顛倒の］基盤が存在しない論理 - 219b6 208b5 298b1 226a6 245a3
8.2.3.2.24 清浄 - 219b7 208b6 298b3 226a7 245a4
8.2.3.2.25 資糧 - 220a1 208b7 298b3 226b1 245a5
8.2.3.2.26 作られたものと作られたのでないもの

をそれぞれ別物として理解しないこと
- 220a2 209a1 298b4 226b2 245a6

8.2.3.2.27 涅槃 - 220a4 209a3 299a1 226b5 245b1
9.1 総括
9.1.1 8 項目による総括 - 220b1 209b1 299a6 227a3 245b7
9.1.2 6 項目による総括 *106r1 221a2 210a1 300a3 227b4 246b1
9.1.3 3 項目による総括 106r1 221a4 210a4 300a6 227b7 246b4
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書写時期は 11 世期末から 12 世紀初めとなる。貝様は合計 107 枚であるが、途
中で Abhisamayālam

4

kāra の偈頌のみの写本が第 97・99・100 葉として紛れ込
んでいる。別写本も含め、貝葉裏の右端に１から 107 まで番号が振られている。
Vr

4

tti の写本全体の概要は以下の表の通りである。* 印は、章の先頭・末尾が欠
落し、貝葉番号が明確でないことを示している。

サンスク
リット語
写本

Co� ne
版

sDe
dge 版

dGa'
ldan 版

sNar
th ang
版

Pek i n
版

8.1 法身の総説 - 200b7 191b7 274a5 207a3 226a6
8.2 法身の詳説
8.2.1 自性身
8.2.1.1 自性身の総説 - 200b7 192a1 274a6 207a4 226a7
8.2.1.2 自性身の詳説
8.2.1.2.1 21 の無漏の徳性 - 201a3 192a3 274b3 207a6 226b2
8.2.1.2.1.1 37 の菩提の項目（三十七菩提分） - 201b1 192a7 275a2 207b5 226b7
8.2.1.2.1.2 4 つの無量（四無量） - 201b1 192b1 275a3 207b5 226b8
8.2.1.2.1.3 8 つの解脱（八解脱） - 201b2 192b1 275a3 207b5 227a1
8.2.1.2.1.4 9 つの［瞑想］段階への到達（九次第

等至）
- 202b3 193b1 276b3 208b7 228a2

8.2.1.2.1.5 10 の遍在（十遍処） *101r1 202b3 193b1 276b3 209a1 228a3
8.2.1.2.1.6 8 つの拠り所の制圧（八勝処） 102r4 205b1 196a1 280a3 211b4 228a3
8.2.1.2.1.7 無葛藤（無諍） 102v2 206a4 196b2 281a2 212a7 231a7
8.2.1.2.1.8 願智 102v4 206b1 196b6 281a6 212b4 231b3
8.2.1.2.1.9 6 つの神通 102v5 206b5 197a2 281b5 213a1 231b8
8.2.1.2.1.10 4 つの特別の知識（四無碍解） 102v6 206b7 197a4 281b6 213a3 232a2
8.2.1.2.1.11 4 つのあらゆる点での清浄（四一切相

清浄）
103r2 207a4 197a7 282a5 213a7 232a7

8.2.1.2.1.12 10 の自由自在（十自在） 103r3 207a6 197b2 282b1 213b2 232b1
8.2.1.2.1.13 10 の力（十力） 103v1 208a3 198a4 283b1 214a6 233a4
8.2.1.2.1.14 畏れのない 4 つの事柄（四無畏） 103v2 208a6 198a7 283b4 214b1 233a7
8.2.1.2.1.15 ［仏陀が］隠さない 3 つの事柄（三無

護）
103v5 208b3 198b4 284a3 214b6 233b4

8.2.1.2.1.16 ［3 つの事柄において］思考を固定する
手段（三念處）

103v5* 208b5 198b5 284a4 214b7 233b6

第１章 1v1-44v3 第４章 58v4-79v1 第７章 98v2-98v6*
第２章 44v3-55r6 第５章 79v1-96v6* 第８章 *101r1-105v6*
第３章 55r6-58v4 第６章 *98r1-98v2 （第９章） *106r1-107r3

表１：Vr
4

tti の写本全体の概要

　Vr
4

tti の写本の第８章以降では、第 101 葉の前に１貝葉、第 103 葉と第 104
葉の間に２貝葉、第 104 葉と第 105 葉の間に２貝葉、第 105 葉と第 106 葉の間
に１貝葉が欠けている。Vr

4

tti の第８章以降の内容の科段、及びサンスクリッ
ト語写本とチベット語版本の所在は以下の表の通りである。表中の - 印は当該
全部分の欠落を、* 印は当該部分の先頭・末尾の欠落を示す。
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Ārya-VimuktisenaによるAbhisamayālam
4

kāravr
4

ttiの�

第 8 章と奥付―梵文写本とその内容―

� 中村　法道

１　はじめに

　Abhisamayālam
4

kāra�（『現 観 荘 厳 論』）� は、Pañcavim
4

śatisāhasrikā�
Prajñāpāramitā�（『二万五千頌般若経』）�を修道論の観点から要約した論書とさ
れ、Maitreya� に帰される。Abhisamayālam

4

kāra に対する現存最古の註釈書
Abhisamayālam

4

kāravr
4

tti（以下 Vr
4

tti）（1）は、Ārya-Vimuktisena�（６世紀）�によ
って著され、後代の規範である点で重要な註釈書である。Vr

4

tti のサンスクリ
ット語原文の校訂は、C.�Pensa�氏が第１章を（2）、C.�Cicuzza�氏が第２―４章
を（3）行ったが、第５章以降は研究されていなかった。本稿において、写本の第
８章以降に関する報告、及び奥付の校訂と和訳を試みる。

２　Vr
4
tti の写本の概要

　 現 在 確 認 さ れ て い る Vr
4

tti の 写 本 は Nepal、Kathmandu の National�
Archives�所蔵 No.�5-55�vi�Bauddhadarśana�3�kha,�Real�No.�A37/9�のみである。
書写年代は奥付によれば Rāmapāla�王の治世第 32 年 Āsvina 月第５日となっ
ている。先行研究では Rāmapāla 王は 11 世紀後半に即位したとされるので（4）、

（1）Vr
4

tti:�（Skt.）�Āryapañcavim
4

śatisāhasrikāprajñāpāramitopadeśaśāstrābhisamayālam
4

kāravr
4

tti,�
Pensa�［1967］.�（Tib.）�ʼPhags�pa�shes�rab�kyi�pha�rol�tu�phyin�pa�stong�phrag�nyi�shu�lnga�paʼi�
man�ngag�gi�bstan�bcos�mngon�par�rtogs�paʼi�rgyan�gyi�ʼgrel�pa;�D�（3787）�ka�14b1-212a7,�P�［88］�

（5185）�ka�15b3-249a7.
（2）Pensa,�Corrado.�LʼAbhisamayālamkāravrtti�di�Ārya-Vimuktisena:� primo�Abhisamaya.�Roma:�

Istituto�italiano�per�il�Medio�ed�Estremo�Oriente,�1967.
（3）Cicuzza,�Claudio.�LʼAbhisamayalamkara�di�Arya�Vimuktisena�（2.-4.�Abhisamaya）:�dottorato�di�

ricerca�in�studi�indologici�（classici�e medievali）;�Universita�degli�studi�di�Roma�La�Sapienza,�
Dipartimento�di�studi�orientali.�［S.�l.］:�［S.�n.］,�2001.

（4）Huntington,�Susan�L.�The�“Pāla-Sena”�schools�of�sculpture.�Leiden:�E.J.�Brill,�1984;�pp.�32-37.
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＊６　 大正 12、355c、357a。拙稿「『観世音菩薩授記経』所説の阿弥陀仏の入
滅」『印度学仏教学研究』88（44-2）平成８年３月。
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ろうか。
　一方で、後期無量寿経では『大阿弥陀経』に見られるこれらの記述がすべて
消滅する。そのことによって菩薩道のシステムとしての往生が、阿弥陀仏によ
る救済を主眼とするものに変貌を遂げるのである。それと同時に後期無量寿経
では、寿命の限界を示さず、また「威神光明最尊第一」といった表現から垣間
見られるような阿弥陀仏が最尊であること、光明と寿量についての永遠性が現
れてくるようになる。
　そして仏語に対する信を要求することは、後期無量寿経でも見られるとはい
え、『大阿弥陀経』のような明白な形で述べられることはなくなったのである。

＊１　 香川孝雄『無量壽經の諸本對照研究』p.40-42、永田文晶堂、昭和 59 年。
梵本（オックスフォード本）の章番号に基づいて博士が更に細分したも
の

＊２　 大正蔵経の脚注によれば、三本は「不」を「亦」とし、また『平等覚経』
でも「亦」とすることから、「不如是」ではなく「亦如是」が正しいのか
もしれない。しかし、仏智に関しては「佛智慧終不可稱量盡也（309b）」
として称量しつくすことができないとするところから、「不」のままで意
味を考える。

＊３　 『大阿弥陀経』ではここに話者の転換を示す語句はない。しかし、下線⑸
に続いて「阿難が仏の言葉を聞いた（阿難聞佛言）」と述べられるので、
発言者が阿難から釈尊に替わる点が下線⑷⑸の中にあるはずである。『平
等覚経』では『大阿弥陀経』の下線⑷に続いて「佛言。無量清淨佛國。
無有須彌山者亦如是。第一四王天。第二忉利天。皆自然在虚空中住止。
無所依因也。佛言。佛威神甚重自在所欲作爲。意欲有所作不豫計也。是
諸天皆常自然在虚空中住止。何況佛威神尊重。自在所欲作爲乎。（291c）」
とあり、『大阿弥陀経』下線⑸相当箇所を釈尊の発言とするので、これに
あわせて〔釈尊の発言〕を補った。

＊４　 『大阿弥陀経』の自然については、末木文美士「『大阿弥陀経』における
「自然」」、『宗教研究』243 号、1980 年参照。

＊５　 拙稿「初期無量寿経類における願往生者」『佛教大学総合研究所紀要』第
３号、平成８年３月。
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関する阿弥陀仏の最尊性の否認を示唆する記述は後期無量寿経では消滅するも
のであり、初期無量寿経に独特な説である。
　また、前章（2.2.）で示したように、『大阿弥陀経』の須弥山問答には、大海
水を斗量する比喩が用いられるが、諸仏一般の威神が無窮であることを示す須
弥山問答では、諸仏の威神と比べて小さい例として用いられ、他方、同じ比喩
を法蔵説話で用いる際には曇摩迦が求める仏果についての比喩であって、結果
として曇摩迦の得果の最尊性に限定を加える記述となってしまっている。そし
て、須弥山問答からこの比喩が消える後期無量寿経ではそのような法蔵説話中
の比喩からそのような意味合いは失われる。

4. まとめ―経典の主題と須弥山問答

　以上のように、須弥山問答は初期無量寿経から後期無量寿経への変遷の過程
で内容と意図するところが大きく変貌を遂げた。その意味について、前章で、

『大阿弥陀経』の須弥山問答とそれに関連する記事からは、阿弥陀一仏への信
や、阿弥陀仏の最尊性ではなく、釈尊の教説への信や、諸仏一般と阿弥陀仏と
の等質性の主張を読み取ることができることを示した。それではそのような

『大阿弥陀経』の記事は、一体どのような立場から示されるものなのであろう
か。
　筆者はかつて『大阿弥陀経』の弥陀入滅とそれに伴う観音・勢至の補処、お
よび三輩段の記述に基づいて、『大阿弥陀経』の立場が、菩薩が往生を契機と
して阿弥陀仏の働きの継承する（法の継承）という菩薩道のシステムを説くこ
とにあることを論じた＊５。この立場を前提として見るならば、この娑婆世界
にあって衆生を菩薩道に導き阿弥陀仏国への往生へ向かわせる主体はあくまで
も釈尊であるから、『大阿弥陀経』が釈尊の言葉に対する信を強調するのは当
然のことと考えられる。
　この立場が、同時に阿弥陀仏が最尊であることを否認する方向性を持つこと
は、必ずしも必然的ではなかろうが、『大阿弥陀経』と同様のシステムによる
弥陀入滅と観音・勢至の補処を説く『観世音菩薩授記経』で、この二菩薩が得
た仏国土が阿弥陀仏のそれよりも格段に勝れていることが述べられるよう
に＊６、阿弥陀仏を相対的に低く位置づけることを可能にする。本章前節 3.2. 
で指摘した阿弥陀仏の最尊性の否認は、それと同様の立場を示すものではなか
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る。『無量寿経』ではその疑惑の内容を、
佛告慈氏。若有衆生。以疑惑心修諸功徳。願生彼國。不了佛智。不思議智。
不可稱智。大乘廣智。無等無倫最上勝智。於此諸智疑惑不信。然猶信罪福
修習善本。願生其國（278a）。

として、仏智～無等無倫最上勝智の五智に対する疑惑とし、業報については信
じているとする。これらの五智がどの仏に関するものであるのか、『無量寿経』
では示されない。『無量寿如来会』も同様に「佛告彌勒。若有衆生。墮於疑悔
積集善根。希求佛智。普遍智。不思議智。無等智。威徳智。廣大智。於自善根
不能生信（100a）」とする。一方、梵本では、この疑惑は、極楽世界への往生
に 対 す る も の で あ り、 さ ら に 諸 仏 の 無 礙 智（buddhānām

4

 bhagavatām 
asan4gajñānam）を信じるように説く（章番号 41a）。また、『大乗無量寿荘厳
経』では、「佛告慈氏。此等衆生智慧微淺。分別西方不及天界。是以非樂不求
生彼（325b）」として西方は天界に及ばないと考えて西方に生まれようとしな
いこととする。疑惑の対象はまちまちであるが、『大阿弥陀経』のように釈尊
の教説に対する疑惑を戒めることを明示する要素は見られないのである。
3.2. 仏陀観―阿弥陀仏の最尊性
　前節で述べたように、『大阿弥陀経』では釈尊の教説に焦点を当てて信の対
象としているようであるが、これは同時に諸仏一般の威神が無窮であることを
主張することになり、翻って阿弥陀仏についてはその最尊であることの否認に
つながるものである。
　すなわち、前章（2.2.）で述べたように、『無量寿経』で「最尊第一」とされ
る阿弥陀仏の光明に関して、『大阿弥陀経』では光明が最尊であることを認め
る一方で、直後にその威神については諸仏が同等であることを示して、阿弥陀
仏を最尊の仏とみなすことについては否定的な立場をとる。これは阿弥陀仏の
寿量に関する記述でも同様であり、『無量寿経』では阿弥陀仏の寿量に関して
永遠とは言わないまでも「佛語阿難。無量壽佛。壽命長久不可稱計（270b）」
として、限量することができないとし、その上限を設定しないのに対して、

『大阿弥陀経』では須弥山問答の直前に置かれる阿弥陀仏の寿量に関する記事
（章番号 14a）では、阿弥陀仏の寿量が非常に長大で終極が無いと述べるもの
の、「佛言。阿彌陀佛。至其然後。般泥忉者。其蓋樓亘菩薩。便當作佛

（309a）」として、実際にはその終わりがあることを示す。これら威神と寿量に
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中に住することを「自然」と表現し＊４、更に阿弥陀仏国に須弥山がなくても
地居天があり得ることを「仏威神尊重」を理由として説く。従って、前者の威
神（仏威神尊明）は文脈上、釈尊の仏智について述べていると考えられ、後者
の威神（仏威神尊重）については阿弥陀仏についての言及と考えられる。それ
に対する阿難の答の中で仏智が無窮無極であることを述べるが、これはこの両
者の威神について述べたものと考えてよかろう。阿難の質問への直接の回答は
阿弥陀仏の威神を理由として述べるものであるが、むしろ須弥山問答前半に置
かれる一連の釈尊の言葉は、数多の仏陀について自らが知り得ることを述べ、
仏威神を根拠として、釈尊の言葉自体への疑いを戒めたものと理解できる。こ
の威神は『大阿弥陀経』によれば諸仏同等なものであるから、釈尊と阿弥陀仏
も、その威神は同等であることに留意しておきたい。
　『大阿弥陀経』『平等覚経』では須弥山問答に続いて三輩段が説示される。初
期無量寿経では釈尊の言葉に対する疑いを戒めることは三輩段でも特に強調さ
れる。すなわち、初期無量寿経の三輩段では中輩と下輩にそれぞれ「疑惑往
生」について述べられ、疑惑を持ったものが阿弥陀仏国の辺地に往生し、そこ
に五百年間留め置かれるというものであって、そこでは疑惑を持つことを戒め
る。その疑惑の内容は、中輩の場合、

不信分檀布施作諸善後世得其福。不信有彌陀佛國。不信有往生其國
（310a）。

下輩の場合、
不信作善後世當得其福。不信往生阿彌陀佛國（310c）。

というものであって、いずれも業報を信じないこと、阿弥陀仏国の存在（中輩
のみ）とそこへの往生を信じないことである。業報であれ阿弥陀仏国への往生
であれ、『大阿弥陀経』が前提とする説処である娑婆世界にあっては、釈尊の
言葉によって明らかにされることがらであって、その言葉に対する不信をもっ
てしまった者が辺地に往生するとされる。須弥山問答に於いて阿難が示した疑
問はまさに阿弥陀仏に関する釈尊の教説に対する疑義であるから、直後の三輩
段で戒められる阿弥陀仏に関する教説への疑義に対応するものであろう。つま
り『大阿弥陀経』の須弥山問答は三輩段中の疑惑往生説につながるものなので
ある。
　後期無量寿経では疑惑往生は三輩段から切り離されて、五悪段の後に置かれ
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う仏智は阿弥陀仏のそれではなく、仏陀一般、就中、釈尊のそれについての言
及であって、釈尊の言葉に対する疑惑を戒めるものとなる。この部分は『無量
寿経』には見られないものである。
　次に、阿弥陀仏国に須弥山がなくても四天王や忉利天が存在しうる根拠を、

『大阿弥陀経』では「仏威神尊重」であることとする。阿弥陀仏国についての
言及であるからこの「仏」は阿弥陀仏を指すと推測できるが、『大阿弥陀経』
ではその一方で、阿弥陀仏の光明が最尊であることを示しつつ（阿彌陀佛光明。
所照最大。諸佛光明。皆所不能及也（303a））、諸仏の光明には大小があっても、
その威神は同等であることを明言する（所以諸佛光明所照有近遠者何。本其前
世宿命求道。爲菩薩時。所願功徳。各自有大小。至其然後作佛時。各自得之。
是故。令光明轉不同等。諸佛威神同等爾。自在意所欲作爲不豫計。（302c））。
従って須弥山問答でいかに阿弥陀仏の威神尊重を説こうとも、そこには諸仏の
威神尊重であることも含意されていることになり、実際に仏智に関する言及は
直接的には釈尊、ひいては諸仏の威神が尊明であることを力説するものとなっ
ている。ところが『無量寿経』の須弥山問答では仏の威神に対する言及は見ら
れず、行業果報と諸佛世界の不可思議なることを諸衆生の功徳善力を根拠とす
る。つまり諸仏の尊重を述べる記述は削除されて、業報の論理が前面に登場し
てしまうのである。業報の論理を根拠とすることは『大阿弥陀経』には見られ
ない。他方、他の後期無量寿経では、業報に加えて、梵本では「諸仏の加護」、

『大乗無量寿荘厳経』では「諸仏聖力」を根拠とするのである。これは『大阿
弥陀経』と『無量寿経』が別々に挙げる根拠を併せた形となっているのである。

3. 須弥山問答の意味するところについて

　以上、須弥山問答の構成を〈無量寿経〉諸本について一瞥して、初期無量寿
経と後期無量寿経の間に、内容上と構成上の違いを示した。以下にその差異の
意味するところについて考えてみたい。
3.1. 信の対象の明示
前章で述べたように、『大阿弥陀経』の須弥山問答では、阿難の問いに対して、
釈尊は最初に「仏に疑いをいだくのか」と呵責する。以後の一連の発言の中で、
仏陀というものが過現未のあらゆる仏について知る能力を有していることをく
どいまでに述べ、それについて「仏威神尊明」とする。その上で空居天が虚空
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問佛者。他方佛國。皆有須彌山。第一四天。第二忉利天。皆依因之住止。
我恐佛般泥洹後。儻有諸天人民。若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷來問我。阿
彌陀佛國。何以獨無有須彌山。其第一四天王。第二忉利天。皆依因何等住
止。我當應答之。今不問佛者。佛去後。當持何等語報答之。獨佛自知之爾。
餘人無有能爲我解者。以是故問佛耳。// 佛言阿難。⑶是第三焔天。第四
兜術天上。至第七梵天。皆依因何等住止乎。// 阿難言。⑷是諸天皆自然
在虚空中住。在虚空中住止。無所依因。// 〔釈尊の発言〕⑸佛威神甚重。
自然所欲作爲。意欲有所作。爲不豫計。是諸天皆尚在虚空中住止。何況佛
威神尊重。欲有所作爲耶。// 阿難聞佛言。即大歡喜。長跪叉手言。⑹佛
智慧知八方上下去來現在之事。無窮無極無有邊幅甚高大妙絶快善。極明好
甚無比。威神尊重不可當 //

この問答は、下線⑷以下、『大阿弥陀経』の文はいささか理解しにくいが、次
のような内容である。先ず、阿難は釈尊の呵責に対して「仏に対して疑意はな
い（下線⑴）」と述べた上で、この問いの目的を将来仏滅後の衆生に質問され
た場合に備えてのことであるとする（下線⑵）。この阿難の発言は、『無量寿
経』の須弥山問答の下線⑹に対応し、須弥山問答を締めくくるものであるが、

『大阿弥陀経』では釈尊の回答を促す位置に置かれる。また、『無量寿経』では
将来の衆生が「疑惑」を持つことを言うのに対して、『大阿弥陀経』ではそれ
を述べない、という点にも注目しておきたい。釈尊はこれに答えて空居天がど
ういう因で（空中に）住止するのか、と反問する（下線⑶）。これは『無量寿
経』の下線⑶に対応する。阿難は、空居天は「自然に」虚空中に住するのであ
り、そのことに所依因は無いと答える。これを承けて釈尊は＊３、「佛威神尊
重」であるから自然に思うがままになる、（阿弥陀仏国以外の）空居天ですら
自然に虚空中に住するのであるから、「佛威神尊重」なる（阿弥陀仏国で）地
居天が須弥山なしに存在するのは当然である、と述べる（下線⑸）。これを承
けて阿難は、仏智が十方の三世のことを知り、極限がないことを讃歎する（下
線⑹）。
　以上が『大阿弥陀経』の須弥山問答の全体像である。
　『大阿弥陀経』の須弥山問答を『無量寿経』のそれと比較すると、次のよう
な違いが見られる。
　『大阿弥陀経』では最初に仏智が無窮無極であることを強調する。ここでい
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佛言。我所見知。諸已過去佛。如我名字釋迦文佛者。復如恒水邊流沙。一
沙一佛。諸當來佛。如我名字。亦如恒水邊流沙。甫始欲求作佛者。如我名
字。亦如恒水邊流沙。佛正坐直南向。視見南方。今現在佛。如我名字者。
復如恒水邊流沙。八方上下。去來現在諸佛。如我名字者。各如十恒水邊流
沙。一沙一佛。其數如是。佛皆悉豫見知之。佛言。往昔過去無數劫已來。
一劫十劫。百劫千劫。萬劫億劫。億萬億劫中有佛。諸已過去佛。一佛十佛
百佛千佛。萬佛億佛。億萬億佛。各自有名字不同。無有如我名字者。甫始
當來劫。一劫十劫。百劫千劫。萬劫億劫。億萬億劫。劫中有佛。一佛十佛。
百佛千佛。萬佛億佛。億萬億佛。各各自有名字不同。時時乃有一佛如我名
字耳。諸八方上下。無央數佛國。今現在佛。次他方異國。一佛國十佛國。
百佛國千佛國。萬佛國億佛國。億萬億佛國中有佛。各自有名字。多多復不
同。無如我名字者。八方上下。無央數諸佛中。時時乃有如我名字爾。八方
上下。去來現在。其中間曠絶甚遠。悠悠迢迢。無窮無極。佛智亘然甚明。
探古知今。前知無窮却覩未然。豫知無極。都不可復計。甚無央數。佛威神
尊明。皆悉知之。佛智慧道徳合明。都無能問佛經道窮極者。佛智慧終不可
稱量盡也（309b）。

（取意）過去の諸仏で自分の釈迦文仏と同じ仏は恒河沙数いる、当来の諸
仏にも、始めて作仏しようとする者にも、自分の釈迦文仏と同じ名の仏が
それぞれ恒河沙数いる。今、十方を見てみても自分と同じ名の仏がそれぞ
れ恒河沙数いる。一方、過去、未来、現在の諸仏、現在の十方の諸仏には
自分と異なる名前の仏が計り知れないほどおり、そのなかに時に自分と同
じ名の仏がいるのだ。仏智はこのような過去、未来、現在のことがらにつ
いて極めつくして知る。かように仏の威神は尊明であり、仏の智慧を称量
しつくすことはできないのだ。

このように述べて仏智、また釈尊自身の仏智が無限であることを述べる。冒頭
の仏に対して疑いを持つことへの呵責と合わせれば、釈尊の言葉に疑念を差し
挟むことを戒め、阿弥陀仏に関する釈尊の教説が真実であることを強調する記
述であるといえよう。なお、以上の部分に対応する記事は後期無量寿経には存
在しない。
　さて、これを承けて阿難と釈尊の間で次のような問答が展開する（309bc）。

阿難聞佛言。即大恐怖衣毛皆起。白佛言。⑴我不敢有疑意於佛所。⑵所以



─ 4 ─

所にある。阿弥陀仏の光明に対する称讃が終わり、それを承けた阿闍世王太子
の阿弥陀仏の如き仏となりたいとの願い、それに対する釈尊の授記を経て、章
番号 11、14b 対応個所が述べられ、それに続けて、須弥山問答のうちの 17a 
のみが置かれる。すなわち阿難を対告者として、須摩題に須弥山が無いことの
みが「其國中無有須彌山（303b）」と先ず述べられるのである。その後に章番
号 16a-c の須摩題の七宝の樹木や 18a-d の浴池に関する記述をはじめとする須
摩題の様相の記述が置かれ、また他方からの菩薩の往詣（章番号 30、31；後
期無量寿経では章番号 27-29 の三輩段相当箇所の後に置かれる記事）、阿弥陀
仏の説法と得益を述べる。ここで対告者を阿難から阿逸菩薩に替えた上で、須
摩題に於ける得道者、須摩題の七宝の舎宅、蓋楼亘と摩訶那鉢の二菩薩とその
光明について述べる。続けて阿弥陀仏の光明、須摩題に闇が無いこと、歳月が
無いことについて述べ、阿弥陀仏の寿命の長久なること（章番号 14a）と併せ
て阿弥陀仏の入滅と蓋楼亘・摩訶那鉢の二菩薩の補処まで述べる（この記述は
初期無量寿経のみに見られる）。以上の、大正蔵経で五頁二段半分にも及ぶ非
常に長い記述が終わって、再び対告者を阿難に戻し、やっと 17b の須弥山に
関する阿難の発問が登場する。この須弥山問答の後、三輩段（章番号 27-29）
が続く。
　次に内容を概観してみよう。まず、阿難が

阿難長跪叉手。問佛言。阿彌陀佛國中。無有須彌山。其第一四天。第二忉
利天。皆依因何等住止。願欲聞之（309a）。

と、須弥山が無いならば四天王、第二忉利天は何に依って住止するのか、と問
う。この問いの意趣は『無量寿経』と同一である。ところが釈尊は阿難のこの
問いには直接は答えず、最初に「若有疑意於佛所耶（309a）」と述べ、阿難を、
仏に対して疑いをもっているのか、と呵責する。続けて仏智を計り尽くすこと
ができないことを次の比喩を用いて述べる。すなわち「八方上下。無窮無極。
無邊無量。諸天下大海水。一人斗量之。尚可枯盡得其底泥。佛智不如是

（309ab）」である。この比喩は、曇摩迦が二十四願を立てる前に樓夷亘羅佛か
ら与えられたものとほぼ一致するが、用い方は異なる。樓夷亘羅佛は、「會當
得心中所欲願爾（301a）」と肯定的に用いているのに対し、ここでは「佛智不
如是」と否定的に用いられていて＊２、仏智の辺際を極めることができない、
とするのである。続けて釈尊自らの知見について、次のように言う。
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ために質問したのである、と答える（下線⑹）。
以上が『無量寿経』の須弥山問答の全体像である。
　伝統的に六欲天の最下層である四天王は須弥山の中腹、下から第二番目に位
置する忉利天は須弥山の山頂に居住する地居天であり、第三炎天（夜摩天）以
上、色界最上層の天である色究竟天までは、空中に居住する空居天とされる。
須弥山問答はこの考え方を前提としており、阿難の問いの趣旨は、須弥山が無
ければ地居天は居場所がなくなるのではないか、というものである。それに対
する釈尊の答は、空居天は自らの行業の果報として空中に居住する、そのこと
は不可思議であり、安楽世界の四天王や忉利天も同様である、というものであ
る。すなわち業報の論理を前提とした問答であり、業報が不可思議なら諸仏や
衆生の功徳善力も不可思議だから安楽世界の四天王や忉利天が須弥山が無くて
も存在し得るのは当然であるとするものである。阿難は「此法」を疑わない、
と宣言する。「此法」は、文脈から言えば直前の「行業果報不可思議」～「住
行業之地。故能爾耳」という釈尊の言葉、そしてそこに述べられる業報の論理
ということになる。
　『無量寿如来会』・『大乗無量寿荘厳経』・梵本は、上引の『無量寿経』で下線
を付した部分と内容はほぼ一致する。ただし下線⑸の部分は『無量寿如来会』
のみは、不可思議業について阿難自身が知ることができないと自認する（96c）、

『大乗無量寿荘厳経』では、衆生の業報に加えて「諸仏聖力も不可思議である
こと（322c）」を根拠として加え、梵本でも「諸仏の加護が不可思議であるこ
と（buddhānām

4

 bhagavatām acintyam
4

 buddhādhist
4 4

hānam）を阿難は理解し
ていない」という一文を加えるという異なりがある。この諸本の間では、須弥
山問答の置かれる経典内の位置は、香川博士の章番号の順と一致し（『大乗無
量寿荘厳経』では『無量寿経』と同じく、14b の十劫正覚が 11 の後に置かれ
る）、『無量寿経』のみが上の香川博士の章番号 11 の直後に 17ab が置かれて
異なった配置となっている。
2.2. 『大阿弥陀経』・『平等覚経』
　『大阿弥陀経』と『平等覚経』は、仏名を『大阿弥陀経』が阿弥陀仏、『平等
覚経』が無量清浄覚とする他に、若干の語句の違いがあるが、以下、『大阿弥
陀経』に基づいて概要を述べる。
　『大阿弥陀経』では、『無量寿経』の下線⑴に相当する釈尊の説示は、次の箇
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2.1. 『無量寿経』・『無量寿如来会』・『大乗無量寿荘厳経』・梵本
　これらの諸本では須弥山問答が置かれる位置は、すべて阿難を対告者とする
部分として連続する。まず『無量寿経』中の須弥山問答の位置を確認する。

『無量寿経』では巻上、四十八願、四誓偈、法蔵の菩薩行の説示が終わり、法
蔵の已成仏未成仏についての阿難の問いを承けた釈尊の答の中で述べられる。
直後には所謂光明歎徳章が置かれる。すなわち、阿難と釈尊との問答により、
法蔵が既に成仏し、西方に現在し、その世界を安楽と呼び（ここまで章番号
11）、成道以後既に十劫が経過していることが明かされ（章番号 14b）、続いて
安楽世界の国土が自然の七宝の所成であることが述べられる。その直後に、安
楽世界には須弥山が無いことが明かされ（17a）、阿難との問答（17b）が置か
れる。
　須弥山問答の全体は次のとおりである。

〔釈尊の発言〕⑴又其國土無須彌山及金剛圍一切諸山。亦無大海小海溪渠
井谷。佛神力故欲見則見。亦無地獄餓鬼畜生諸難之趣。亦無四時春秋冬夏。
不寒不熱常和調適。爾時阿難白佛言。⑵世尊。若彼國土無須彌山。其四天
王及忉利天。依何而住。佛語阿難。⑶第三炎天。乃至色究竟天。皆依何住。
阿難白佛。⑷行業果報不可思議。佛語阿難。⑸行業果報不可思議。諸佛世
界亦不可思議。其諸衆生功徳善力。住行業之地。故能爾耳。阿難白佛。⑹
我 不 疑 此 法。 但 爲 將 來 衆 生。 欲 除 其 疑 惑。 故 問 斯 義。（大 正 12、
270a；『浄全』１、12-13；『浄土宗聖典』１、45-46。以下、『無量寿経』
の頁数は大正 12 巻の頁段のみを示す。〈無量寿経〉漢訳諸本も同じ。『無
量寿如来会』は大正 11 巻のそれを示す。）
釈尊が、安楽世界には須弥山・金剛囲山・一切の諸山、大海小海ないし井
谷が無いが、もしも見たければ阿弥陀仏の神力によって見える（下線⑴）、
さらに三悪道や春夏秋冬が無いと述べる。これを承けて阿難が、須弥山が
無いならば四天王や忉利天は何に依ってあるのか？と問う（下線⑵）。釈
尊は第三炎天ないし色究竟天は何に依ってあるのか、と反問し（下線⑶）、
阿難は「行業果報不可思議」と答える（下線⑷）。釈尊は「行業果報不可
思議」であるなら諸仏の世界も不可思議である、その衆生の功徳善力によ
ってしかるべきところにいるのだ、と説き明かす（下線⑸）。阿難は、自
分は「此の法」を疑わないが、将来の衆生が持つであろう疑惑を除去する
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〈無量寿経〉の須弥山の有無をめぐる問答

齊藤　舜健

1. はじめに

　〈無量寿経〉によれば阿弥陀仏の国土には須弥山が存在しないとされ、それ
に関する問答が釈尊と阿難との間で交わされる（以下、須弥山問答）。経典内
に於ける須弥山問答が置かれる位置とそこで論じられるテーマは諸本間、特に

『大阿弥陀経』『平等覚経』の初期無量寿経と『無量寿経』以下の後期無量寿経
とでは大きく異なっている。
　本稿では、その違いが有する意味について、〈無量寿経〉が念頭に置くと想
定される（a）信の対象、（b）仏陀観、の二点から検討してみたい。

2. 須弥山問答―その内容と構成

　最初に〈無量寿経〉諸本の須弥山問答の内容を一瞥しておく。構成について
は、初期無量寿経と後期無量寿経では経典中の須弥山問答の位置関係が大きく
異なるので、便宜上香川孝雄博士による章番号＊１を用いて位置関係を示す。
なお、この章番号による諸本対照では示されない諸本間の相違については、必
要に応じて言及するに止める。関係する章番号とその内容は次の通りである。

９（四誓偈）；10a-e（法蔵の誓願の讃嘆、法蔵の菩薩行と得果）；11（阿
弥陀仏国の建立と今現在説法）；12a-d（阿弥陀仏の光明について。所謂光
明歎徳章。12d（阿闍世王太子たちが阿弥陀仏の如くなりたいと誓い、釈
尊が授記する。この一節は初期無量寿経にのみ存在する）；14a（阿弥陀仏
の寿命長久（ここには初期無量寿経のみに伝える阿弥陀仏の入滅と観音勢
至の補処に関する記事も含む））；14b（阿弥陀仏、成仏已来十劫）；16a-d

（浄土は七宝所成（七宝樹を中心とする））；17ab（須弥山問答。17a は釈
尊による極楽に須弥山がないことの説示、17b が問答）；18a-f（極楽世界
の浴池とそこに奏でられる音声）；27-29（三輩段）；30（他方からの菩薩
の往詣）；31（東方偈（『大阿弥陀経』には無い））；41（後期無量寿経の疑
惑往生）
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