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司
会
（
安
達
）　

そ
れ
で
は
、
基
調
講
演
に
入
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

基
調
講
演
は
中
井
真
孝
先
生
で
す
の
で
、
ま
ず
中
井
先
生
の
ご
紹

介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の

よ
う
に
、
中
井
先
生
は
佛
教
大
学
の
元
学
長
で
、
現
在
、
佛
教
大
学

の
教
授
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

ご
専
門
は
古
代
仏
教
、
そ
れ
か
ら
浄
土
宗
史
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
法
然
伝
の
研
究
に
お
い
て
も
、
非
常
に
多
く
の
業
績
を

お
持
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
。
特
に
、
初
期
の
３
つ
の
法
然
伝
の
成
立
順

序
な
ど
に
関
し
ま
し
て
は
、
か
つ
て
は
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
中
井
先
生
の
ご
論
文
で
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
確
定
し

た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
な
ど
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
と
し
の
学
術
大
会
の
テ
ー
マ
は
「
法
然
伝
」
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
中
井
先
生
か
ら
は
「『
法
然
上
人
絵
伝
』
の
成
立

に
つ
い
て
」
と
題
し
ま
し
て
、
基
調
講
演
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
で
は
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

中
井
真
孝
氏　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
佛
教
大
学

の
中
井
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
「『
法
然
上
人
絵
伝
』
の
成
立
に

つ
い
て
」
と
題
し
ま
し
て
、
詞
書
と
絵
図
が
交
互
に
展
開
す
る
絵
巻

物
の
様
式
で
制
作
さ
れ
た
法
然
上
人
の
伝
記
、
こ
こ
で
は
「
法
然
上

人
絵
伝
」、
略
し
て
「
法
然
絵
伝
」
は
、
特
定
の
絵
巻
物
を
指
す
の

で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
た
、
あ
る
い
は
普
通
名
詞
的
に
使

っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
い
つ
最
初
に
成
立
し
、
ど
の
よ
う
に
系

譜
付
け
ら
れ
る
も
の
が
出
て
き
て
、
そ
し
て
大
成
さ
れ
て
い
く
の
か

を
お
話
し
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

基
調
講
演

	
『
法
然
上
人
絵
伝
』
の
成
立
に
つ
い
て

中　

井　

真　

孝



─ 2─

　

さ
て
、
法
然
上
人
の
滅
後
、
ご
遺
徳
の
顕
彰
と
念
仏
結
縁
の
た
め

に
、
門
弟
た
ち
は
祖
師
の
言
行
や
教
説
に
基
づ
く
各
種
の
伝
記
資
料

を
編
み
ま
し
た
。
記
録
風
の
書
き
留
め
、
詩
文
風
の
講
式
な
ど
、
様

式
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
中
で
最
も
普
及
性
を
備

え
た
も
の
は
、
詞
書
と
絵
図
を
交
え
た
絵
巻
物
で
あ
り
ま
す
。

　

創
建
の
由
来
や
神
仏
の
霊
験
を
説
く
社
寺
縁
起
絵
巻
と
併
せ
て
、

鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
登
場
し
た
の
が
高
僧
の
伝
記
絵
巻
で
あ
り
ま
し

た
。
法
然
上
人
絵
伝
は
、
こ
の
高
僧
絵
巻
と
し
て
最
初
に
か
つ
最
多

に
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

念
仏
の
弘
通
と
往
生
を
願
う
人
々
と
の
結
縁
の
た
め
、
具
体
的
に

は
祖
師
に
対
す
る
報
恩
、
崇
敬
の
念
や
信
仰
心
を
培
養
す
る
た
め
に
、

絵
伝
は
時
代
を
追
っ
て
制
作
点
数
を
増
し
、
ま
た
種
類
を
重
ね
、
そ

の
都
度
絵
と
詞こ
と
ばが
追
補
さ
れ
、
あ
る
い
は
簡
略
化
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

　

江
湖
に
何
部
も
普
及
し
た
で
あ
ろ
う
法
然
上
人
絵
伝
の
中
で
、
現

存
し
て
い
る
も
の
は
、
大
体
６
種
類
に
整
理
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、

史
料
の
「
１
」
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
原
本
・
転
写
本
の
別
を
問
わ
ず
、
全
巻
そ
ろ
っ
た
完

本
は
『
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
』（
以
下
「
四
巻
伝
」）、『
法
然
上
人
伝

絵
詞
』（
以
下
「
琳
阿
本
」）、『
拾
遺
古
徳
伝
絵
』（
以
下
「
古
徳

伝
」）、
そ
し
て
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
以
下
「
四
十
八
巻
伝
」）

の
４
本
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
下
、
各
絵
伝
に
つ
い
て
、
成
立
年
代
や
記
事
の
特
徴
に
つ
い
て

考
察
し
て
ま
い
り
ま
す
。

◆
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
（
四
巻
伝
）
の
成
立
と
特
色

　

法
然
上
人
絵
伝
の
原
型
は
「
四
巻
伝
」
に
あ
り
ま
す
。
大
本
山
善

導
寺
に
あ
り
ま
す
善
導
寺
本
は
室
町
時
代
の
模
本
で
あ
り
、
絵
図
は

粗
略
の
感
を
免
れ
ま
せ
ん
が
、
詞
書
は
原
態
を
伝
え
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
『
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
』
は
後
世
に
つ
け
た
外
題
で
あ
っ
て
、
巻

三
の
内
題
の
『
伝
法
絵
流
通
』
が
本
来
の
書
名
で
あ
り
ま
す
。
梅
津

次
郎
氏
に
よ
っ
て
『
国
華
』
と
い
う
美
術
雑
誌
の
７
０
５
号
に
紹
介

さ
れ
た
、
原
本
に
近
い
形
態
を
備
え
て
い
る
と
い
う
異
本
の
断
簡
に

は
、「
法
然
上
人
伝
法
絵
流
通
下
」
と
あ
り
、
下
巻
と
し
て
残
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
当
初
は
２
巻
構
成
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
善
導
寺
本
に
は
巻
二
と
巻
四
に
跋
文
が
あ
り
、
元
来
は
上

巻
・
下
巻
に
跋
文
が
存
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
「
四
巻
伝
」
の
跋
文
を
史
料
の
「
２
」
と
「
３
」
に
抜
粋
し

ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
躭
空
が
詞こ
と
ばを
書
き
、
観
空
が
絵
を
描
い
て
、
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嘉
禎
３
年
11
月
に
制
作
を
終
え
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し

て
、
史
料
の
「
３
」
に
抜
粋
し
た
巻
四
の
奥
書
に
、
寛
恵
が
永
仁
２

年
（
１
２
９
４
年
）
９
月
13
日
に
書
写
し
た
と
あ
り
ま
す
。

　

永
仁
２
年
に
寛
恵
が
写
し
た
も
の
を
さ
ら
に
転
写
し
た
も
の
が
、

現
行
の
善
導
寺
本
の
「
四
巻
伝
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
厳
密
に
言
い
ま
す
と
も
と
の
下
巻
で
あ
る
巻
三
、
巻
四
だ
け

で
あ
っ
て
、
巻
二
と
巻
一
、
つ
ま
り
も
と
の
上
巻
は
永
仁
２
年
以
前

に
写
さ
れ
た
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
か
な
り
近
い
も
の
を
転
写
し
た
と
、

私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
躭
空
に
つ
い
て
、
私
は
正
信
房
湛
空
と
の
同
一
人
説
を
と

っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
躭
空
は
、
絵
伝
制
作
の
動
機
の
１
つ
を
史

料
の
「
３
」
の
跋
文
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
古
廟
顛
動
之
日
、
無

懺
の
思
ふ
か
く
し
て
、
生
死
を
い
と
ひ
」
云
々
と
述
べ
て
お
り
ま
す
。

　

嘉
禄
３
年
（
１
２
２
７
年
）、
延
暦
寺
衆
徒
に
よ
る
法
然
上
人
の

大
谷
墓
堂
の
破
壊
や
、
専
修
念
仏
の
“
張
本
”
で
あ
り
ま
す
隆
寛
、

空
阿
、
成
覚
ら
の
配
流
、
念
仏
者
余
党
の
逮
捕
、
そ
し
て
「
選
択

集
」
印
板
の
焼
却
な
ど
が
続
き
、
専
修
念
仏
の
徒
が
京
都
よ
り
四
散

し
て
、
浄
土
宗
が
壊
滅
状
態
に
陥
っ
た
「
嘉
禄
の
法
難
」
を
目
の
当

た
り
に
し
て
無
懺
の
思
い
を
深
く
し
た
躭
空
が
、
念
仏
教
団
の
存
立

を
図
り
、「
い
ま
先
師
上
人
す
ゝ
め
給
え
る
由
来
」
を
絵
伝
に
記
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
巻
一
の
序
文
、
史
料
の
「
４
」
か
ら
窺

え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
顕
密
仏
教
の
諸
宗
、
と
り
わ
け
天

台
宗
を
刺
激
し
な
い
よ
う
に
意
識
し
た
法
然
像
が
描
か
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
、「
四
巻
伝
」
の
記
事
の
２
、
3
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

史
料
の
「
５
」
に
、
上
人
の
父
で
あ
る
漆
間
時
国
が
夜
討
ち
に
遭

っ
て
死
去
す
る
と
き
、
９
歳
の
子
に
「
敵
人
を
う
ら
む
る
事
な
か

れ
」
と
誡
め
、「
梵
網
心
地
戒
品
に
云
」
と
梵
網
経
を
引
い
て
お
り

ま
す
。

　

ま
た
、
史
料
の
「
６
」
に
は
、
上
人
の
念
仏
門
へ
の
帰
入
を
、
荊

渓
湛
然
の
『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
の
「
諸
教
所
讃
、
多
在
弥
陀
」
に

依
拠
し
た
こ
と
、
そ
れ
以
後
は
「
戒
品
を
地
体
」
に
念
仏
７
万
遍
を

唱
え
、
門
弟
た
ち
に
教
え
始
め
た
こ
と
が
記
し
て
あ
り
ま
す
。

　

法
然
上
人
が
高
倉
天
皇
に
授
戒
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
史
料
の

「
７
」
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
當
帝
に
十
戒
を
さ
つ
け
た
て
ま
つ
ら

し
め
給
事
」
は
、
陳
隋
２
代
の
国
師
天
台
大
師
が
大
極
殿
で
、
仁
王

般
若
経
を
講
じ
た
こ
と
や
、
慈
覚
大
師
が
清
和
天
皇
に
授
戒
し
た
こ

と
に
比
肩
し
得
る
名
誉
で
あ
り
、「
故
に
九
帖
附
属
の
袈
裟
、
福
田

を
わ
か
国
に
ひ
ら
き
、
十
戒
血
脈
の
相
承
、
種
子
を
秋あ
き
つ
州し
ま
に
ま

く
」
と
、
慈
覚
大
師
の
九
条
袈
裟
の
附
属
と
戒
脈
相
承
の
正
嫡
を
特
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筆
し
、
さ
ら
に
安
然
は
戒
品
を
相
伝
し
た
が
、
袈
裟
を
附
属
さ
れ
ず
、

相
応
は
念
仏
を
広
め
た
が
戒
儀
を
説
か
ず
、「
彼
此
を
か
ね
た
る
、

今
の
上
人
也
」
と
、
安
然
・
相
応
を
凌
ぐ
高
僧
で
あ
る
と
讃
え
て
お

り
ま
す
。
慈
覚
大
師
の
正
嫡
な
る
円
頓
戒
の
継
承
者
で
あ
る
点
を
強

調
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
の
記
事
か
ら
は
、
慈
覚
大
師
か
ら
の
戒
脈
を
正
統
に
相
承
す

る
天
台
宗
の
学
匠
に
し
て
、
天
台
浄
土
教
を
色
濃
く
漂
わ
せ
た
法
然

上
人
像
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
ま
す
。「
四
巻
伝
」
に
お
け
る
天
台
宗

の
色
彩
は
、
今
堀
太
逸
氏
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
既

に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
専
修
念
仏
を
め
ぐ
る
歴
史
的
情
勢
を
反
映
し

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
説
明
い
た
し
ま
す
。
嘉
禄
の
法

難
の
前
に
出
た
専
修
念
仏
停
止
の
院
宣
等
は
、
建
保
７
年
（
１
２
１

９
年
）
閏
２
月
、
貞
応
３
年
（
１
２
２
４
年
）
５
月
、
同
年
８
月
と

続
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
史
料
に
引
用
は
し
て
お
り
ま
せ

ん
。

　

そ
し
て
、
嘉
禄
の
法
難
を
迎
え
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
史
料
の

「
８
」
に
ご
ざ
い
ま
す
、
天
福
２
年
（
１
２
３
４
年
）
６
月
に
出
さ

れ
ま
し
た
、「
念
仏
上
人
」
と
称
し
た
花
山
院
侍
従
入
道
を
遠
流
に

処
す
る
宣
旨
に
は
、「
但
し
或
は
自
行
の
為
、
或
は
化
他
の
為
、
至

心
に
専
念
し
如
法
に
修
行
す
る
の
輩
と
も
が
らに
於
て
は
、
制
す
る
限
り
に
在

ら
ず
」
と
あ
っ
て
、
専
修
念
仏
停
止
は
軟
化
の
兆
し
を
見
せ
ま
す
。

　

ま
た
、
史
料
の
「
９
」、
文
暦
２
年
（
１
２
３
５
年
）
７
月
、
念

仏
者
の
鎌
倉
中
追
却
を
命
じ
た
追
加
式
目
の
冒
頭
に
「
道
心
堅
固
の

輩
に
於
て
は
異
儀
に
及
ば
ず
」
と
付
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
は
、
専

修
念
仏
に
対
す
る
迫
害
・
弾
圧
が
よ
う
や
く
沈
静
化
し
た
こ
と
を
意

味
し
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
念
仏
を
勧
め
る
法
然
門
下
に

と
っ
て
、「
破
戒
不
善
の
輩
」
や
「
無
慙
の
徒
、
不
法
の
侶
」
と
の

峻
別
を
要
請
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

躭
空
が
「
上
人
、
始
は
戒
を
と
き
て
人
に
授
け
、
後
に
は
教
を
弘
め

て
ほ
と
け
に
な
さ
し
め
給
」
と
、
法
然
上
人
は
ま
ず
戒
を
説
い
た
と

い
う
こ
と
を
特
記
し
て
お
り
ま
す
の
も
、
念
仏
興
行
の
師
で
あ
る
と

同
時
に
、
伝
戒
の
師
で
あ
る
法
然
上
人
像
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と

で
、
天
台
宗
か
ら
の
非
難
を
か
わ
し
、
同
じ
く
念
仏
者
で
も
破
戒
や

不
善
を
事
と
す
る
一
派
と
の
峻
別
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
史
料
の
「
３
」
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
四
巻
伝
」

は
嘉
禎
３
年
（
１
２
３
７
年
）
11
月
、
鎌
倉
の
八
幡
宮
本
社
の
辺
り

で
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
目
的
は
、
当
時
の
鎌
倉
の
人
々
に
「
先
師
上



─ 5─

人
念
仏
す
ゝ
め
給
え
る
由
来
」
を
伝
え
る
た
め
で
あ
り
ま
し
た
。

　

で
は
な
ぜ
、
躭
空
が
法
然
上
人
の
絵
伝
を
京
都
で
は
な
く
、
鎌
倉

に
お
い
て
制
作
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
嘉

禄
の
法
難
を
経
て
京
都
に
主
導
的
な
念
仏
者
が
い
な
く
な
り
、
承
久

の
変
を
契
機
に
、
新
た
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
政
治
都
市
の
鎌
倉
に
念

仏
が
広
ま
り
を
見
せ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

先
に
引
き
ま
し
た
史
料
の
「
９
」
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
文
暦
２

年
（
１
２
３
５
年
）
７
月
、「
魚
鳥
を
食
ら
い
、
女
人
を
招
き
寄
せ
、

党
類
を
結
び
、
ほ
し
い
ま
ま
に
酒
宴
を
好
む
念
仏
者
は
、
鎌
倉
か
ら

追
放
す
る
」
と
い
う
追
加
式
目
が
出
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
史
料
の
「
10
」
に
は
、
同
月
、
幕
府
は
朝
廷
に
対
し
て

「
念
仏
者
と
称
し
て
黒
衣
を
着
す
る
輩
が
、
近
年
に
な
っ
て
都
鄙
に

充
満
し
、
諸
所
に
横
行
し
て
い
る
が
、
仰
せ
に
従
っ
て
関
東
に
お
い

て
沙
汰
を
致
す
べ
し
」
と
言
上
し
て
お
り
ま
す
。

　

幕
府
が
こ
う
し
た
禁
令
を
発
し
た
背
景
に
は
、
念
仏
の
広
が
り
に

伴
う
一
部
の
念
仏
者
の
偏
執
行
為
に
よ
っ
て
、
嘉
禄
の
法
難
の
前
夜

と
同
じ
状
況
が
現
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
躭
空
は

法
難
の
再
来
を
憂
慮
し
、
先
師
上
人
の
勧
め
給
う
た
念
仏
を
弘
通
す

る
た
め
に
は
、「
凡
上
人
徳
行
白
地
、
諸
宗
ゆ
ゝ
し
き
事
（
凡
そ
上

人
徳
行
が
あ
き
ら
か
で
、
諸
宗
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
）」

を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

◆
法
然
上
人
伝
絵
詞
（
琳
阿
本
）
成
立
の
上
限
・
下
限

　
「
四
巻
伝
」
が
嘉
禎
３
年
（
１
２
３
７
年
）
に
制
作
さ
れ
て
よ
り

以
後
、
永
仁
２
年
（
１
２
９
４
年
）
に
転
写
さ
れ
る
ま
で
の
約
60
年

間
の
流
布
の
状
況
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、「
四
巻
伝
」
の
系

統
に
属
す
る
何
種
類
か
の
新
し
い
絵
伝
が
出
現
し
始
め
る
時
期
で
も

あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
新
し
い
法
然
絵
伝
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
絵
図
や
詞
書
に

お
い
て
「
四
巻
伝
」
を
源
流
と
す
る
成
立
史
的
な
系
譜
関
係
が
認
め

ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
残
欠
本
で
は
あ
り
ま
す
が
、『
法
然
上
人
伝
』、

い
わ
ゆ
る
増
上
寺
本
が
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
絵
伝
は
「
伝
」
と
し
て
の
性
格
を
重
視
す
る
と
、
絵

図
よ
り
も
詞
書
の
ほ
う
に
“
充
実
”
の
跡
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
後
続
の
絵
伝
ほ
ど
、
詞
書
は
先
行
の
絵
伝
を
も
と
に
表
現

を
模
倣
し
つ
つ
、
次
第
に
内
容
を
豊
か
に
、
あ
る
い
は
逆
に
簡
潔
に
、

そ
れ
な
り
に
記
事
を
整
え
て
い
く
と
い
う
一
般
的
な
傾
向
が
指
摘
で

き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
理
由
は
、
原
初
の
絵
伝
が
絵
図
を
中
心
に
展
開
し
、
詞
書
は

そ
の
説
明
的
、
補
助
的
な
役
割
し
か
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
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が
、
次
第
に
詞
書
が
物
語
の
展
開
に
主
体
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う

に
変
わ
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
、“
版
を
重
ね
る
”

ご
と
に
詞
書
が
増
補
・
改
訂
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。

　

こ
こ
に
「
琳
阿
本
」
が
登
場
い
た
し
ま
す
。
東
京
都
港
区
の
妙
定

院
に
『
法
然
上
人
伝
絵
詞
』
と
い
う
絵
巻
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

９
巻
そ
ろ
っ
た
近
世
の
模
本
で
す
が
、
原
本
を
ほ
と
ん
ど
忠
実
に
模

写
し
て
お
り
、
そ
の
原
本
は
鎌
倉
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

内
題
、
外
題
と
も
に
題
名
は
な
く
、『
法
然
上
人
伝
絵
詞
』
と
い

う
題
名
は
、『
浄
土
宗
全
書
』
に
収
録
す
る
際
に
つ
け
ら
れ
た
も
の

の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
す
る
異
本
に
「
法

然
聖
人
伝
絵
巻
第
八
」
と
題
名
を
記
し
て
お
り
ま
す
の
で
、『
法
然

聖
人
伝
絵
』
と
呼
ぶ
の
が
適
切
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
巻
頭
や
巻
末
に
「
向
福
寺
琳
阿
」、
あ
る
い
は
「
向
福

寺
琳
阿
弥
陀
仏
」
と
記
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
浄
土
宗
で
は
「
琳
阿

本
」
と
通
称
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
“
琳
阿
”
は
絵
伝
の
作
者
の
名

前
の
よ
う
に
解
せ
ま
す
が
、「
琳
阿
本
」
の
原
本
の
所
有
者
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
「
琳
阿
本
」
は
「
四
巻
伝
」
よ
り
も
は
る
か
に
内
容
が
豊
富
と
な

り
、
全
９
巻
66
段
を
数
え
ま
す
。
巻
一
第
１
段
、
い
わ
ゆ
る
序
文
の

前
半
は
、「
四
巻
伝
」
の
詞
書
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
ま
す
が
、
後
半
は
筆

者
自
身
の
手
で
書
か
れ
た
文
章
の
よ
う
で
、
他
の
絵
伝
に
は
見
え
な

い
次
の
よ
う
な
簡
潔
な
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
史
料
の
「
11
」

で
あ
り
ま
す
。

　
「
上
人
、
十
三
に
し
て
」
云
々
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
り
、
観
経

の
疏
を
読
ま
れ
た
と
か
、
43
歳
よ
り
「
一
向
専
修
に
入
」
っ
て
と
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
ず
っ
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
最
後

に
「
上
人
誕
生
の
は
し
め
よ
り
、
遷
化
の
後
に
至
る
ま
て
、
絵
を
つ

く
り
て
九
巻
と
な
す
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

極
め
て
短
文
な
が
ら
、
世
に
讃
え
ら
れ
る
べ
き
法
然
上
人
の
事
績

と
遺
徳
と
を
書
き
あ
ら
わ
し
て
お
り
ま
し
て
、
い
わ
ば
こ
の
絵
伝
の

“
総
論
”
に
当
た
り
ま
す
。「
四
巻
伝
」
よ
り
も
絵
伝
の
趣
旨
が
明
確

に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
「
琳
阿
本
」
と
「
四
巻
伝
」
を
対
比
い
た
し
ま
す
と
、
表
現
や
内

容
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
記
事
、
表
現
が
若
干
異
な
る
が
内
容
的
に
ほ
ぼ

同
じ
記
事
、
表
現
や
内
容
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
記
事
な
ど
が

多
く
あ
り
ま
し
て
、「
琳
阿
本
」
は
「
四
巻
伝
」
を
ベ
ー
ス
に
増
幅

さ
れ
た
絵
伝
で
あ
る
こ
と
が
判
明
い
た
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
一
方
で
は
「
四
巻
伝
」
と
の
比
較
に
お
い
て
、
独
自
記
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事
と
申
し
ま
す
か
、
発
展
的
記
事
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
が
ま
た
存

在
い
た
し
ま
し
て
、
中
に
は
典
拠
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
ら
を
手
掛
か
り
に
「
琳
阿
本
」
の
成
立
時
期
を
考
察
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
琳
阿
本
」
に
は
、
明
確
な
形
で
の
跋
文
、
つ
ま
り
後
書
き
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
跋
文
に
相
当
す
る
箇
所
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
巻
九

第
６
段
、
史
料
の
「
12
」
で
あ
り
ま
す
。

　

初
め
の
ほ
う
に
は
、
文
脈
的
に
少
し
お
か
し
い
と
思
わ
れ
る
表
現

が
あ
り
ま
す
が
、
か
い
つ
ま
ん
で
申
し
ま
す
と
、
こ
の
文
は
、
こ
の

文
の
直
前
に
あ
り
ま
し
た
「
徳
行
総
結
の
事
」
と
い
う
、
法
然
上
人

の
御
徳
を
箇
条
書
き
に
し
た
部
分
の
「
誰
人
か
現
身
に
光
を
放
や
」、

生
身
の
身
体
か
ら
光
が
放
た
れ
た
こ
と
を
讃
え
た
文
章
を
受
け
て
お

り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
勢
至
菩
薩
が
智
慧
の
光
を
も
っ
て
一
切
を
照
ら
す
こ
と

を
説
い
て
、
弥
陀
と
勢
至
、
善
導
大
師
と
法
然
上
人
の
対
比
を
通
じ
、

「
末
代
悪
世
の
衆
生
、
弥
陀
称
名
の
一
行
に
よ
り
て
、
悉
往
生
の
素

懐
を
と
く
る
事
、
源
空
上
人
伝
説
興
行
の
故
な
り
。
仍よ
っ
て未
来
弘
通
の

た
め
に
之
を
録
す
」
と
あ
り
ま
す
。

　

実
は
こ
の
あ
と
に
、「
明
禅
法
印
の
事
」
と
「
沙
弥
随
蓮
の
事
」

が
続
き
ま
す
が
、
こ
の
２
つ
の
話
は
付
記
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、

１
度
擱
筆
し
た
後
に
付
け
足
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、

先
ほ
ど
の
史
料
の
「
12
」
の
箇
所
が
後
書
き
と
申
し
ま
す
か
、
跋
文

に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
跋
文
は
史
料
の
「
13
」
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

『
源
空
聖
人
私
日
記
』
以
下
「
私
日
記
」
に
も
同
じ
よ
う
な
文
章
が

見
え
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
史
料
の
「
12
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容

が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　
「
琳
阿
本
」
が
和
文
体
、「
私
日
記
」
が
漢
文
体
と
い
う
相
違
は
あ

る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
同
内
容
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
他
方
に
よ
っ
た
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

序
文
と
も
に
独
自
性
が
問
わ
れ
る
べ
き
跋
文
を
、
他
書
か
ら
借
り

て
く
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、「
琳
阿
本
」
と

「
私
日
記
」
と
の
成
立
史
的
な
前
後
関
係
を
決
め
る
有
力
な
手
が
か

り
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
以
外
に
も
、
指
摘
で
き
る
記
事
が

何
か
所
か
あ
り
ま
す
が
、
時
間
の
関
係
上
、
煩
雑
を
避
け
て
こ
の
一

例
だ
け
に
と
ど
め
ま
す
。

　

こ
こ
で
、「
琳
阿
本
」
と
「
私
日
記
」
と
の
間
で
引
用
・
被
引
用

の
関
係
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
１
つ
は
「
琳
阿
本
」
が
「
私
日
記
」

を
引
用
し
た
、
も
う
１
つ
は
、
逆
に
「
私
日
記
」
が
「
琳
阿
本
」
を
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引
用
し
た
と
い
う
こ
の
２
つ
の
考
え
方
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
「
私
日
記
」
と
い
う
の
は
ご
承
知
の
と
お
り
、
親
鸞
聖
人
の
『
西

方
指
南
抄
』
に
引
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
指

南
抄
が
書
写
さ
れ
た
康
元
元
年
（
１
２
５
６
年
）
に
は
遅
く
と
も
成

立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
「
琳
阿
本
」
が
「
私
日
記
」
を
引
用
し
た
と
い
う
考
え
に
立
て
ば
、

「
琳
阿
本
」
は
康
元
元
年
以
後
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

逆
に
「
私
日
記
」
が
「
琳
阿
本
」
を
引
用
し
た
と
い
う
考
え
に
立
て

ば
、「
琳
阿
本
」
は
康
元
元
年
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
私
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
「
私
日
記
」
が
「
琳

阿
本
」
を
引
用
し
た
と
見
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
逆
の
可
能

性
も
全
く
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ば
水
掛
け
論
に

な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、「
私
日
記
」
を
も
っ
て
「
琳
阿
本
」

成
立
の
上
限
や
下
限
の
決
め
手
に
す
る
こ
と
は
、
や
や
躊
躇
い
た
し

ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、「
琳
阿
本
」
に
依
拠
し
た
次
な
る
確
実
な
法
然
伝
は

何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
の
は
、
敬
西
房
信

瑞
の
作
に
な
る
『
黒
谷
上
人
伝
』
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
黒
谷
上
人

伝
』
は
、
弘
長
２
年
（
１
２
６
２
年
）、
法
然
上
人
の
滅
後
50
年
た

ち
ま
し
た
こ
ろ
の
撰
で
あ
っ
て
、
現
存
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
諸
書
に

逸
文
と
し
て
残
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
１
つ
が
、
堺
の
旭
蓮
社
の
開
祖
で
あ
る
智
演
と
い
う
人
の
、

『
獅
子
伏
象
論
』
に
引
か
れ
た
逸
文
で
あ
り
ま
す
。
史
料
の
「
14
」

に
な
り
ま
す
が
、「
本
伝
云
」
と
始
ま
り
ま
し
て
、
傍
線
を
引
き
ま

し
た
と
こ
ろ
に
「
長
承
二
年
四
月
七
日
午
の
剋
覚
え
ず
誕
生
」
と
あ

り
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
父
の
名
は
売
間
氏
時
国
」、
こ
の
“
売
間
”
と
い
う
の

は
漆
間
と
字
が
違
い
ま
す
が
、
発
音
は
共
通
し
て
お
り
ま
す
。「
母

は
秦
氏
」、「
其
の
母
夢
に
剃
刀
を
呑
ん
で
孕
む
」
と
あ
り
ま
す
。

　
「
四
、
五
歳
已
後
、
其
の
知
識
は
成
人
の
若
く
」
で
あ
っ
て
、
次

の
「
同
雅
」
の
“
雅
”
は
“
稚
”
の
誤
り
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
仲

間
の
連
中
よ
り
も
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
い
て
、
人
々
は
非
常
に
驚
嘆

し
た
と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
箇
所
は
、「
琳
阿
本
」
に
も
ほ
と
ん
ど
内
容
で
出
て
ま
い
り

ま
す
。
し
か
も
、「
琳
阿
本
」
の
独
自
記
事
に
属
す
る
部
分
な
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
、「
琳
阿
本
」
と
『
黒
谷
上
人
伝
』
の
間
に
引

用
・
被
引
用
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
琳
阿
本
」

は
『
黒
谷
上
人
伝
』
の
記
事
を
簡
潔
に
し
た
か
、
あ
る
い
は
『
黒
谷

上
人
伝
』
が
「
琳
阿
本
」
の
記
事
を
も
と
に
復
元
し
た
か
の
ど
ち
ら
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か
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
「
琳
阿
本
」
と
『
黒
谷
上
人
伝
』
の
前
後
関
係
を
決
定
づ

け
る
の
は
、『
獅
子
伏
象
論
』
と
同
じ
著
者
に
よ
り
ま
す
『
浄
土
十

勝
箋
節
論
』
に
引
く
次
の
文
章
で
あ
り
ま
し
て
、
史
料
の
「
15
」
に

ご
ざ
い
ま
す
。

　

内
容
は
、
各
宗
の
学
匠
を
訪
問
し
た
と
き
の
子
細
で
あ
り
ま
す
。

醍
醐
寺
に
三
論
の
名
匠
が
お
ら
れ
る
と
聞
い
て
そ
こ
へ
行
き
、
三
論

宗
の
法
門
の
自
解
、
つ
ま
り
法
然
上
人
が
自
学
自
習
し
た
こ
と
を
申

さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
名
匠
は
そ
れ
を
聞
い
て
い
て
、
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
汗
が
流

れ
、
さ
ら
に
言
を
次
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
随
喜
の
余
り
、
書

物
の
入
っ
た
箱
を
数
合
取
り
出
し
て
、
自
分
の
宗
派
に
は
託
す
者
が

い
な
い
の
で
、
こ
の
法
門
に
達
し
て
い
る
あ
な
た
に
こ
と
ご
と
く
授

け
た
い
と
言
っ
た
と
い
う
内
容
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
史
料
の
「
16
」
で
あ
り
ま
す
が
、「
琳
阿

本
」
は
三
論
宗
の
寛
雅
と
い
う
名
前
が
あ
り
、
ま
た
文
章
の
内
容
も

少
し
違
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
人
名
で
あ
り
ま
す
が
、「
四
巻
伝
」
に
「
大
納
言
律
師
寛

雅
」、「
琳
阿
本
」
に
は
「
大
納
言
の
法
印
寛
雅
」
と
あ
り
ま
す
。

『
黒
谷
上
人
伝
』
は
、「
三
論
の
名
匠
」
の
あ
と
に
「
字
、
諱い
み
なを
失
す
。

或
る
伝
に
云
わ
く
、
大
納
言
法
印
寛
雅
」
と
注
記
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
人
名
表
記
が
一
致
い
た
し
ま
す
の
で
、
こ
の
「
或
る
伝
」

と
い
う
の
が
、
私
は
「
琳
阿
本
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
『
黒
谷
上
人
伝
』
は
三
論
宗
の
学
匠
訪
問
を
記
述
す
る
に
際
し
ま

し
て
、「
琳
阿
本
」
に
は
依
拠
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
確
か
に

「
琳
阿
本
」
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
そ
の
存
在

は
知
っ
て
お
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
琳
阿
本
」
は

『
黒
谷
上
人
伝
』
よ
り
先
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
間
違
い
な
い
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

以
上
、
迂
遠
な
考
証
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、「
琳
阿
本
」

の
成
立
の
確
実
な
下
限
は
、
弘
長
２
年
（
１
２
６
２
年
）
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
は
上
限
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
「
琳
阿
本
」
の
巻
三
第
９
段
は
、〈
坂
本
談
義
の
事
〉、〈
顕
真
五
坊

の
事
〉、〈
阿
弥
陀
号
の
事
〉
で
す
。〈
阿
弥
陀
号
の
事
〉
は
大
原
談

義
の
こ
と
で
す
が
、
大
原
談
義
の
最
初
は
ま
ず
坂
本
で
談
義
し
て
お

り
ま
す
。

　

こ
の
坂
本
談
義
と
、
顕
真
が
五
坊
を
建
て
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
重

源
の
阿
弥
陀
号
の
事
は
、「
醍
醐
本
」
に
よ
っ
て
お
り
ま
す
。
具
体
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的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
一
期
物
語
」
の
第
２
の
物
語
か
ら
引
用
し
て

お
り
ま
す
。

　

な
お
、
従
来
は
「
一
期
物
語
」
と
呼
び
習
わ
し
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、
伊
藤
真
昭
氏
の
最
近
の
研
究
に
よ
っ
て
、「
醍
醐
本
」
の
表
題

に
あ
る
「
法
然
上
人
伝
記　

附
つ
け
た
り一

期
物
語　

見
聞
書
勢
観
房
」
に
つ

い
て
、
こ
こ
で
い
う
「
一
期
物
語
」
と
は
、
法
然
上
人
に
関
す
る
20

の
話
を
指
す
の
で
は
な
く
て
、
あ
と
の
ほ
う
に
入
っ
て
お
り
ま
し
た

「
御
臨
終
日
記
」
及
び
「
三
昧
発
得
記
」
を
指
す
こ
と
、
そ
し
て

「
見
聞
書
勢
観
房
」
と
い
う
の
が
原
題
で
あ
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
ま

し
た
。

　

私
は
、
そ
の
伊
藤
氏
の
研
究
を
認
め
、「
醍
醐
本
」
に
収
め
る
各

編
の
中
で
、
法
然
上
人
に
関
す
る
20
の
話
を
「
一
期
物
語
」
と
呼
ぶ

の
で
は
な
く
て
、「
勢
観
上
人
見
聞
」
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
思
い
ま
す

の
で
、
以
後
は
こ
の
よ
う
に
称
し
ま
す
。

　
「
琳
阿
本
」
と
「
勢
観
上
人
見
聞
」
の
〈
坂
本
談
義
の
事
〉
と
の

比
較
は
、
既
に
藤
堂
恭
俊
氏
が
主
要
な
問
答
部
分
の
対
照
表
を
作
成

さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
〈
顕
真

五
坊
の
事
〉
と
〈
阿
弥
陀
号
の
事
〉
に
つ
い
て
、「
琳
阿
本
」
と

「
勢
観
上
人
見
聞
」
と
を
比
較
し
て
お
き
ま
す
。

　

そ
れ
が
、
史
料
の
「
17
」
及
び
「
18
」
で
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん

ど
同
じ
内
容
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
対
照
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、

「
琳
阿
本
」
は
「
勢
観
上
人
見
聞
」
の
漢
文
を
か
な
り
忠
実
に
和
文

に
読
み
下
し
た
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。

　
「
勢
観
上
人
見
聞
」
を
含
む
「
醍
醐
本
」
各
編
の
成
立
を
か
な
り

遡
及
さ
せ
る
向
き
も
あ
り
ま
す
が
、「
琳
阿
本
」
の
著
者
が
「
勢
観

上
人
見
聞
」
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
、「
醍

醐
本
」
が
世
に
出
た
仁
治
２
年
（
１
２
４
１
年
）
ご
ろ
を
も
っ
て
、

「
琳
阿
本
」
成
立
の
上
限
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

以
上
に
述
べ
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、「
琳
阿
本
」
の
成
立
は
仁
治

２
年
（
１
２
４
１
年
）
を
上
限
に
、
弘
長
２
年
（
１
２
６
２
年
）
を

下
限
に
収
め
得
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

上
限
、
下
限
の
推
定
に
相
当
の
時
間
を
割
い
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
は
従
来
の
研
究
が
「
琳
阿
本
」
の
成
立
を
13
世
紀
の
末
に
置
い

て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
私
は
約
50
年
近
く
遡
っ
て
、

少
な
く
と
も
13
世
紀
の
中
ご
ろ
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
、「
琳
阿
本
」
と
「
醍
醐
本
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
う
少

し
論
及
し
て
ま
い
り
ま
す
。
法
然
上
人
の
三
昧
発
得
に
つ
い
て
、

「
琳
阿
本
」
は
巻
五
第
３
段
に
史
料
「
19
」
の
よ
う
に
書
い
て
お
り

ま
す
。
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「
上
人
自
筆
の
記
に
云
、
生
年
六
十
有
六
、
建
久
九
年
正
月
一
日
」

か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
「
上
人
自
筆
の
記
」
と
称
す
る
も
の

は
、
現
存
す
る
文
献
と
対
照
す
る
と
、「
醍
醐
本
」
の
「
三
昧
発
得

記
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
文
字
の
相
違
や
脱
落
は
転
写
の
際
に
生
じ

た
も
の
と
す
れ
ば
、「
琳
阿
本
」
は
「
三
昧
発
得
記
」
の
前
半
部
分

を
か
な
り
忠
実
に
和
文
に
改
め
て
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
法
然
上
人
の
夢
中
に
善
導
大
師
が
来
現
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
同
じ
く
、「
琳
阿
本
」
巻
五
第
３
段
に
、
先
ほ
ど
の
三
昧
発
得

の
記
事
に
続
け
ま
し
て
、
史
料
の
「
20
」
の
よ
う
に
書
い
て
お
り
ま

す
。

　

最
初
に
「
又
別
伝
に
云
」
と
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
こ
こ
で
の

「
別
伝
」
は
、
明
ら
か
に
「
勢
観
上
人
見
聞
」（
第
１
の
物
語
）
を
指

す
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。「
勢
観
上
人
見
聞
」
は
、
鎌
倉
後
期
に

「
法
然
上
人
伝
記
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、「
琳
阿
本
」

が
「
別
伝
」
と
称
し
て
引
用
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
、
上
人
の
臨
終
の
様
子
は
、「
琳
阿
本
」
で
は
巻
八
第
３

段
、
第
４
段
、
第
５
段
の
３
段
に
わ
た
る
詞
書
が
該
当
し
ま
す
が
、

そ
の
表
現
や
記
事
の
構
成
な
ど
に
お
い
て
、「
四
巻
伝
」
以
外
の
伝

記
資
料
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
頻
出
い
た
し
ま
す
。
そ
の
部

分
は
「
醍
醐
本
」
の
「
御
臨
終
日
記
」
と
対
照
で
き
る
の
で
あ
り
ま

す
。

　

す
な
わ
ち
、「
琳
阿
本
」
は
「
醍
醐
本
」
の
「
勢
観
上
人
見
聞
」

だ
け
で
は
な
く
て
、「
三
昧
発
得
記
」
や
「
御
臨
終
日
記
」
を
も
、

詞
書
作
成
に
資
料
と
し
て
用
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

も
っ
と
積
極
的
に
推
察
す
れ
ば
、「
琳
阿
本
」
が
制
作
さ
れ
た
当

時
、「
御
臨
終
日
記
」
や
「
三
昧
発
得
記
」
を
も
合
冊
し
た
、
現
行

の
「
醍
醐
本
」
に
近
い
形
態
で
法
然
門
下
の
間
に
流
布
し
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

◆
法
然
聖
人
絵
（
弘
願
本
）
の
成
立
と
特
色

　
「
琳
阿
本
」
の
特
色
に
つ
い
て
、
ま
だ
指
摘
す
べ
き
事
柄
も
あ
り

ま
す
が
、
随
分
と
無
駄
な
こ
と
に
時
間
を
費
や
し
て
ま
い
り
ま
し
た

の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
い
た
し
ま
し
て
、
次
の
課
題
に
移
り
ま
す
。

　
「
琳
阿
本
」
に
続
く
絵
伝
は
「
弘
願
本
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
絵

伝
は
、
首
題
に
『
法
然
聖
人
絵
』、
尾
題
に
は
『
黒
谷
上
人
絵
伝
』

と
あ
り
、
首
尾
一
致
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
現
在
は
、
最
初
の
ほ
う
の

題
を
と
っ
て
呼
ぶ
の
で
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
知
恩
院
に
１
巻
、
堂
本
家
に
３
巻
が
残
存
し
て
お
り
ま
す

が
、
南
北
朝
時
代
の
模
本
で
あ
っ
て
、
も
と
は
６
巻
の
構
成
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
巻
末
に
「
釈
弘
願
」
と
あ
り
、
一
般
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に
「
弘
願
本
」
と
称
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
「
弘
願
」
は
作
者
で

は
な
く
て
、
所
有
者
の
名
前
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
「
弘
願
本
」
は
、
詞
書
や
絵
図
の
配
列
に
錯
簡
が
あ
る
た
め
に
、

こ
れ
ま
で
そ
れ
を
補
正
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

最
近
の
研
究
で
は
、
真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺
、
同
派
の
妙
源
寺
、

浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺
に
所
蔵
い
た
し
ま
す
『
三
幅
法
然
絵
伝
』
は
、

こ
の
「
弘
願
本
」
に
基
づ
く
掛
幅
装
の
絵
伝
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

　

そ
の
絵
に
付
さ
れ
ま
し
た
札
銘
に
、
タ
イ
ト
ル
と
そ
の
番
号
が
書

か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
弘
願
本
」
の
内
容
と
構
成
が
判
明

し
、
錯
簡
を
正
す
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、「
弘
願
本
」
の
成
立
の
上
限
を
求
め
て
み
ま
す
。
現
行
本

の
巻
一
第
９
段
が
、
史
料
の
「
21
」
に
ご
ざ
い
ま
す
。「
月
日
に
そ

へ
て
云
々
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
傍
線
が
引
い
て
あ
り
ま
す
。
源

光
の
も
と
に
上
人
が
こ
ら
れ
、「
進
上
大
聖
文
殊
像
一
体
」
と
い
う

手
紙
を
添
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
部
分
で
あ
り
ま
す
。

　
「
時
に
源
光
文
殊
の
像
と
云
に
し
り
ぬ
、
こ
の
児
の
器
量
を
ほ
む

る
詞
な
り
。
則
そ
の
容
皃
を
み
る
に
、
頭
く
ほ
く
し
て
か
と
あ
り
。

眼
黄
に
し
て
ひ
か
り
あ
り
。
み
な
こ
れ
髪
垂
聡
賢
の
勝
相
」
な
り
と

あ
り
ま
し
て
、
こ
の
部
分
が
「
弘
願
本
」
に
お
い
て
付
加
さ
れ
た
独

自
内
容
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
と
よ
く
似
た
文
章
が
、『
獅
子

伏
象
論
』
に
あ
り
ま
し
て
、
史
料
の
「
22
」
で
あ
り
ま
す
。

　

和
文
体
と
漢
文
体
と
い
う
表
現
方
法
は
異
な
り
ま
す
が
、
内
容
的

に
近
似
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
「
本
伝
」
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど

も
述
べ
ま
し
た
信
瑞
の
『
黒
谷
上
人
伝
』
の
逸
文
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
史
料
の
「
23
」
に
な
り
ま
す
が
、
巻
三
第
４
段
に
、「
承

安
四
年
甲
午
春
、
上
人
と
し
四
十
二
は
し
め
て
黒
谷
を
い
て
ゝ
」
と

あ
り
、
黒
谷
下
山
の
年
時
を
承
安
４
年
（
１
１
７
４
年
）
と
し
て
お

り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
法
然
伝
の
中
で
は
異
説
の
部
類
に
属
し
ま
す
が
、
史
料

の
「
24
」、
良
祐
の
『
決
答
見
聞
』
上
巻
で
も
、
こ
の
説
を
採
用
し

て
お
り
ま
す
。
こ
の
『
決
答
見
聞
』
が
引
く
「
上
人
伝
記
」
と
い
う

の
も
、
ま
た
信
瑞
の
『
黒
谷
上
人
伝
』
の
逸
文
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
幼
児
期
の
容
貌
と
、
黒
谷
下
山
の
年
時
は
、
と
も
に

『
黒
谷
上
人
伝
』
の
特
異
記
事
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、「
弘
願
本
」
が

こ
の
『
黒
谷
上
人
伝
』
に
依
拠
し
て
詞
書
を
な
し
た
と
見
な
さ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
弘
願
本
」
の
成
立
の

上
限
は
、
弘
長
２
年
（
１
２
６
２
年
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
下
限
は
、
同
じ
く
高
田
派
本
山
の
専
修
寺
に
所
蔵
す
る
、
絵

図
を
欠
き
詞
書
だ
け
の
『
法
然
上
人
伝
法
絵
下
巻
』
と
い
う
写
本
と
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対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し

ま
し
た
よ
う
に
、
補
正
さ
れ
ま
し
た
「
弘
願
本
」
と
「
高
田
本
」
と

を
、
そ
の
残
存
す
る
部
分
に
つ
い
て
対
照
さ
せ
ま
す
と
、
ご
く
わ
ず

か
な
箇
所
を
除
い
て
、
詞
書
が
全
く
一
致
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ご
く
わ
ず
か
な
箇
所
と
申
し
ま
す
の
は
、「
七
箇
条
起
請
文
」
で

の
和
文
体
と
漢
文
体
の
相
違
、
署
名
者
の
順
序
と
人
数
の
違
い
と
い

っ
た
程
度
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
一
致
す
る
全
体
の
割
合
か
ら
言

え
ば
、
む
し
ろ
無
視
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
七
箇
条
起
請
文
」
を
除
け
ば
、「
弘
願
本
」
と
「
高
田
本
」
の
詞

書
が
全
く
同
一
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
か
。

　

結
論
を
先
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、「
高
田
本
」
は
「
弘
願
本
」
の

詞
書
だ
け
を
抜
き
書
き
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
絵
詞
」
で
あ
っ
た
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
絵
伝
の
詞
書
の
部
分
だ
け
を
抽

出
し
た
も
の
を
、
当
時
は
「
絵
詞
」
と
称
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ

が
、
近
世
も
後
半
に
な
っ
て
で
し
ょ
う
か
、
絵
巻
物
そ
の
も
の
を
絵

詞
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
高
田
本
」
は
「
弘
願
本
」
の
「
絵
詞
」
で
あ
る
と
考
え
て
み
る

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
詞
書
が
全
く
一
致
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

疑
問
が
氷
解
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
場
合
「
弘
願
本
」
の
題
名
は
『
法
然
聖
人
絵
』、「
高

田
本
」
の
題
名
は
『
法
然
上
人
伝
法
絵
』
と
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
題

名
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
両
本
は
『
伝
法
絵
流
通
』、

す
な
わ
ち
「
四
巻
伝
」
の
系
統
に
属
し
、
か
つ
非
常
に
近
し
い
関
係

に
あ
る
と
認
識
し
な
が
ら
も
、
一
応
は
別
個
の
絵
伝
と
み
な
し
て
き

た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
は
一
種
の
思
い
込
み
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、「
高
田
本
」
は
永
仁
４
年
に
書
写
さ
れ
て
お
り

ま
す
の
で
、「
弘
願
本
」
の
成
立
は
永
仁
４
年
以
前
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
弘
願
本
」
の
上
限
と
下
限
を
推
定

し
て
み
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。「
弘
願
本
」
は
真
宗
系
の
法
然
絵
伝

と
見
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
聖
光
房
弁
長
や
勢
観
房
源
智
、
あ
る
い
は
明
遍
、
敬
仏

房
の
高
野
聖
に
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
ら
れ
た
法
然
上
人
の
法
語
、
例
え
ば

三
重
の
念
仏
の
話
と
か
、
あ
る
い
は
上
人
と
阿
波
の
介
の
申
す
念
仏

の
優
劣
、
一
枚
起
請
文
の
授
与
、
敬
仏
房
と
の
問
答
な
ど
を
収
め
て

お
り
、
１
つ
の
門
派
に
限
定
さ
れ
な
い
態
度
を
持
つ
人
の
手
で
つ
く

ら
れ
た
絵
伝
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

詞
書
自
体
が
平
易
な
文
体
で
あ
り
、
か
つ
法
然
上
人
の
生
の
言
葉

を
多
く
盛
り
込
ん
で
お
っ
た
の
で
、
東
国
の
真
宗
門
徒
の
間
で
普
及
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し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
親
鸞
聖
人
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い

法
然
伝
で
は
、
や
は
り
飽
き
足
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

◆
拾
遺
古
徳
伝
絵
の
制
作

　

そ
う
し
た
要
請
を
受
け
て
、
親
鸞
聖
人
の
曾
孫
覚
如
が
制
作
し
た

の
が
「
古
徳
伝
」
で
あ
り
ま
す
。
史
料
の
「
25
」
に
あ
り
ま
す
よ
う

に
、『
存
覚
一
期
記
』
に
は
、
正
安
３
年
（
１
３
０
１
年
）
の
冬
の

こ
ろ
、
鹿
島
門
徒
の
長
井
道
信
の
所
望
で
、
覚
如
が
「
黒
谷
伝
九

巻
」
を
新
草
し
た
と
あ
り
ま
す
。

　

西
本
願
寺
に
所
蔵
す
る
詞
書
だ
け
の
古
写
本
の
跋
文
に
よ
り
ま
す

と
、
覚
如
は
正
安
３
年
の
11
月
19
日
か
ら
12
月
５
日
ま
で
の
間
、
病

を
押
し
眠
気
を
払
っ
て
、
わ
ず
か
17
日
間
で
書
き
上
げ
た
と
い
い
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
に
書
か
れ
た
の
は
「
伝
」
す
な
わ
ち
詞
書

の
原
稿
で
あ
っ
て
、
絵
図
の
制
作
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
絵
伝
の
完
成
は
少
し
あ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

絵
伝
と
し
て
の
「
古
徳
伝
」
は
、
正
安
３
年
に
詞
書
が
著
さ
れ
、

そ
し
て
間
も
な
く
絵
図
が
制
作
さ
れ
た
後
に
、
門
徒
の
要
請
に
応
え

て
転
写
さ
れ
、
東
国
の
初
期
真
宗
教
団
に
流
布
し
て
い
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
現
在
も
、
諸
本
が
断
簡
も
含
め
て
何
本
か
残
っ
て
お

り
ま
す
。

　

そ
の
中
で
も
、
茨
城
県
那
珂
市
瓜
連
の
常
福
寺
に
所
蔵
す
る
の
は
、

元
亨
３
年
（
１
３
２
３
年
）
に
釈
正
空
が
願
主
と
な
っ
て
制
作
さ
れ

た
、
９
巻
す
べ
て
そ
ろ
っ
た
唯
一
の
完
本
で
あ
り
ま
す
。
も
と
は
近

く
の
上
宮
寺
と
い
う
真
宗
の
お
寺
に
伝
わ
っ
た
の
が
、
徳
川
光
圀
に

よ
っ
て
常
福
寺
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
詞
書
だ
け
と
は
い
え
、
覚
如
が
無
理
を
し
て
短
期
間

で
成
し
遂
げ
た
の
は
、
道
信
の
在
京
期
間
に
迫
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ

と
推
測
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
編
集
を
急
ぐ
た
め
に
、
手
元

に
あ
っ
た
先
行
の
法
然
絵
伝
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
推

測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

先
学
の
研
究
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
「
高
田
本
」
と
「
琳
阿
本
」
の

２
本
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
と
り
わ
け
、

「
琳
阿
本
」
と
は
詞
書
の
み
な
ら
ず
、
絵
に
お
い
て
も
近
似
性
が
指

摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
「
古
徳
伝
」
の
詞
書
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
先
行
の
法
然
絵
伝

な
ど
伝
記
資
料
と
の
比
較
対
照
に
よ
っ
て
得
ら
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
は
、

お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
概
括
で
き
ま
す
。

　
「
古
徳
伝
」
が
依
拠
し
た
先
行
の
法
然
伝
は
、
基
本
的
に
は
「
琳

阿
本
」
で
あ
り
ま
し
た
。
覚
如
が
「
古
徳
伝
」
の
撰
述
に
当
た
り
、
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手
元
に
置
い
て
最
初
に
参
照
し
た
の
は
絵
伝
の
「
琳
阿
本
」
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
当
時
、「
琳
阿
本
」
は
「
四
巻
伝
」
の
系
統
を

引
く
最
も
完
成
度
の
高
い
絵
伝
で
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
法
然
上
人
の
伝
記
と
し
て
事
績
的
要
素
の
叙
述
は
充
実

し
て
お
り
ま
し
た
が
、
上
人
の
生
の
声
を
伝
え
る
語
録
的
要
素
は
少

な
か
っ
た
の
で
、
覚
如
が
「
古
徳
伝
」
を
編
む
に
際
し
て
、「
琳
阿

本
」
の
記
述
が
不
十
分
な
い
し
は
疑
義
が
存
す
る
と
判
断
し
た
箇
所

は
、
別
の
伝
記
類
を
参
照
し
て
補
訂
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
主
と
し
て
、
上
人
の
事
績
に
関
し
て
は
『
黒
谷
上
人
伝
』

を
、
語
録
に
関
し
て
は
「
高
田
本
」
や
「
醍
醐
本
」、「
勢
観
上
人
見

聞
」
を
も
っ
て
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
題
名
の
「
古
徳
」
は
、
法
然
上
人
を
指
し
ま
す
が
、「
拾

遺
」
と
は
漏
れ
た
も
の
を
拾
い
補
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、

文
字
通
り
に
解
釈
い
た
し
ま
す
と
、
従
来
の
法
然
伝
に
欠
落
し
た
と

こ
ろ
を
補
充
す
る
と
い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
欠
落
と
は
、
覚
如
の
立
場
か
ら
の
判
断
に
過
ぎ
ず
、
具
体
的

に
は
こ
れ
ま
で
の
法
然
伝
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
、
法
然
上

人
と
親
鸞
聖
人
の
親
密
な
師
弟
関
係
を
示
し
、
親
鸞
聖
人
が
法
然
上

人
の
正
統
を
受
け
継
い
で
い
る
と
解
き
明
か
す
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
に
視
座
を
置
く
と
は
い
え
、
法
然
伝
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
史
料
の
「
26
」
の
跋
文
に
「
矧い
わ

ん
や
亦
、

末
代
罪
濁
の
凡
夫
」
云
々
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
古
徳
伝
」
も
ま

た
、「
四
巻
伝
」
や
「
琳
阿
本
」
と
同
様
に
、
凡
夫
往
生
の
浄
土
宗

を
興
行
し
た
法
然
上
人
へ
の
報
恩
を
意
図
し
た
絵
伝
な
の
で
あ
り
ま

す
。

◆
法
然
上
人
行
状
絵
図
（
四
十
八
巻
）
の
編
集

　

現
存
す
る
法
然
絵
伝
と
し
て
は
最
後
に
登
場
す
る
の
が
、
知
恩
院

に
蔵
す
る
「
四
十
八
巻
伝
」
で
あ
り
ま
す
。
最
も
浩
瀚
な
、
巻
数
に

し
て
48
巻
、
段
数
に
し
て
２
３
５
段
の
こ
の
絵
伝
は
、
１
人
の
伝
記

と
し
て
、
ま
た
絵
巻
物
と
し
て
は
他
に
類
例
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

史
料
の
「
27
」
に
、
そ
の
序
文
に
当
た
る
文
章
を
挙
げ
て
お
き
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
、「
ひ
ろ
く
前
聞
を
と
ふ
ら
ひ
、
あ
ま
ね
く
旧
記

を
か
ん
か
へ
、
ま
こ
と
を
え
ら
ひ
、
あ
や
ま
り
を
た
ゝ
し
て
、
粗ほ
ぼ
始

終
の
行
状
を
勒ろ
く
す
る
」
と
あ
り
ま
し
て
、
先
行
す
る
法
然
上
人
の
諸

伝
記
を
集
大
成
す
る
意
図
を
持
つ
絵
伝
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
上
人
一
期
の
行
状
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
教
義
、
帰
依

し
た
人
々
と
の
逸
話
、
さ
ら
に
は
門
弟
の
伝
記
ま
で
を
網
羅
し
た
た

め
、
と
て
も
通
常
の
巻
数
に
収
ま
り
切
ら
な
い
大
量
の
詞
書
と
絵
図

と
か
ら
成
っ
て
お
り
ま
す
。
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「
四
十
八
巻
伝
」
の
撰
者
と
制
作
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
中

ご
ろ
に
忍
澂
と
い
う
人
が
記
し
ま
し
た
、『
勅
修
吉
水
円
光
大
師
御

伝
縁
起
』（
以
下
「
御
伝
縁
起
」）
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
忍
澂
が
一
体
い
か
な
る
文
献
に
よ
っ
て
こ
れ
を
記
し
た

の
か
が
わ
か
ら
ず
、
ま
た
元
禄
３
年
（
１
６
９
０
年
）
ご
ろ
の
『
総

本
山
知
恩
院
旧
記
採
要
録
』
と
「
御
伝
縁
起
」
の
ほ
か
に
は
、「
四

十
八
巻
伝
」
の
制
作
事
情
を
語
る
史
料
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
要
す
る
に
、
17
世
紀
末
に
至
る
ま
で
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。

　

そ
う
と
は
い
え
、「
御
伝
縁
起
」
に
よ
ら
な
い
と
、「
四
十
八
巻

伝
」
の
編
集
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
や
む
を
得
ず

従
っ
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。
史
料
の
「
28
」
に
、「
御
伝
縁
起
」

の
文
章
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。

　
「
法
然
上
人
行
状
絵
図
一
部
四
十
八
巻
は
」
と
始
ま
っ
て
、
九
十

二
代
後
伏
見
上
皇
が
叡
山
功
徳
院
舜
昌
法
印
に
勅
し
て
、
法
然
上
人

門
下
の
記
す
と
こ
ろ
の
、
数
部
の
旧
伝
を
集
め
て
大
成
さ
せ
た
と
い

う
の
で
あ
り
ま
す
。
舜
昌
は
、
近
代
杜
撰
の
濫
述
を
捨
て
、
門
人
旧

記
の
実
録
だ
け
を
取
り
用
い
て
編
集
し
て
、
正
副
２
本
を
、
徳
治
２

年
に
始
ま
り
、
10
年
余
り
の
春
秋
を
か
け
て
制
作
し
た
の
で
あ
り
ま

す
。

　

舜
昌
が
「
四
十
八
巻
伝
」
の
編
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
舜
昌
の
著

書
で
あ
り
ま
す
『
述
懐
鈔
』
に
「
然
る
間
、
法
然
上
人
の
勧
化
を
画

図
に
乗
せ
、
弥
陀
称
名
の
利
益
を
巻
軸
に
顕
す
」
と
記
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
一
々
実
証
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
実

際
に
「
四
十
八
巻
伝
」
と
『
述
懐
鈔
』
の
双
方
に
照
応
す
る
記
事
が

存
す
る
こ
と
で
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

徳
治
２
年
（
１
３
０
７
年
）
に
編
集
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
、
延

慶
２
年
（
１
３
０
９
年
）
に
、
法
然
上
人
の
配
流
及
び
召
還
、
つ
ま

り
流
罪
に
な
る
と
き
と
、
そ
れ
が
許
さ
れ
て
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
と
き

の
宣
旨
に
つ
い
て
、
朝
廷
の
記
録
を
司
る
者
に
照
会
し
、
返
答
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
証
明
さ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
成
立
の
時
期
に
関
し
ま
し
て
は
、
現
在
の
と
こ

ろ
さ
ま
ざ
ま
な
推
測
を
提
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
有
力
な
説
を
紹
介
い
た
し
ま
す
と
、
史
料
の
「
29
」

に
、「
四
十
八
巻
伝
」
巻
三
十
に
見
え
る
法
然
上
人
御
作
の
和
歌
が

ご
ざ
い
ま
す
。「
勝
尾
寺
に
て　

し
は
の
と
に
あ
け
く
れ
か
か
る
し

ら
く
も
を　

い
つ
む
ら
さ
き
の
色
に
み
な
さ
ん
」
と
あ
り
、「
此
の

歌
、
玉
葉
集
に
入
る
」
と
い
う
注
記
が
書
い
て
あ
る
の
を
手
が
か
り

に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
注
記
は
追
筆
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、「
四
十
八
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巻
伝
」
は
『
玉
葉
集
』
が
撰
進
さ
れ
た
正
和
２
年
（
１
３
１
３
年
）

よ
り
以
後
の
成
立
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、『
浄
土
十
勝
箋
節
論
』
巻
二
に
、「
知
恩
院
の
別
当
法
印

大
和
和
尚
位
舜
昌
」
が
法
然
上
人
の
法
語
を
得
て
、「
祖
師
行
状
画

図
の
詞
」
と
な
し
た
と
い
う
趣
旨
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。「
祖
師
行

状
画
図
」
と
は
「
四
十
八
巻
伝
」
を
指
し
て
お
り
ま
す
。

　

澄
円
が
『
浄
土
十
勝
箋
節
論
』
を
執
筆
し
た
時
点
で
、
舜
昌
は

「
四
十
八
巻
伝
」
の
編
集
を
終
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、『
浄
土
十
勝
箋
節
論
』
は
跋
文
が
元
応
２
年
（
１
３
２
０
年
）

に
付
さ
れ
、
序
文
が
正
中
元
年
（
１
３
２
４
年
）
に
書
か
れ
て
お
り

ま
す
。

　

序
文
よ
り
も
跋
文
の
ほ
う
が
早
く
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、

「
四
十
八
巻
伝
」
成
立
の
下
限
は
元
応
２
年
（
１
３
２
０
年
）
も
し

く
は
正
中
元
年
（
１
３
２
４
年
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
徳
治
２
年
（
１
３
０
７
年
）
よ
り
、
10
年
の
歳
月
を

か
け
て
で
き
上
が
っ
た
と
い
う
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
信
じ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
大
体
こ
の
間
に
入
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、

こ
れ
を
大
き
く
超
え
る
よ
う
な
説
は
ま
だ
出
て
お
り
ま
せ
ん
。

　
「
四
十
八
巻
伝
」
は
、
先
行
す
る
法
然
伝
と
比
べ
て
、
圧
倒
的
に

多
量
の
法
語
、
消
息
、
問
答
（
対
話
）
な
ど
を
収
録
し
て
お
り
ま
す
。

舜
昌
が
資
料
収
集
に
費
や
し
た
努
力
は
並
大
抵
で
な
く
、
そ
の
際
に

便
宜
を
得
た
の
は
、
了
恵
が
編
集
し
た
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
で
あ

ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
「
四
十
八
巻
伝
」
の
法
話
や
問
答
と
、『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
の
そ

れ
ら
を
対
照
い
た
し
ま
す
と
、
用
字
の
異
同
は
と
も
か
く
と
し
て
、

「
四
十
八
巻
伝
」
は
原
典
を
か
な
り
正
確
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
法
然
上
人
の
伝
記
研
究
に
と
っ
て
、

「
四
十
八
巻
伝
」
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。

　

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
舜
昌
は
「
門
人
旧
記
の
実
録
」
の

み
取
り
用
い
て
編
集
し
た
と
い
い
ま
す
。
舜
昌
が
最
も
依
拠
し
た
門

人
の
旧
記
と
は
、
法
然
上
人
に
近
侍
し
た
「
聖
覚
法
印
、
隆
覚
律
師
、

勢
観
上
人
な
ど
、
を
の
を
の
師
の
行
業
を
録
し
と
ど
め
ら
れ
け
る
」

も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　

舜
昌
は
、
法
然
上
人
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
時
代
に
撰
集
さ
れ
た
伝
記

は
作
為
が
多
く
、
ほ
と
ん
ど
信
用
す
る
に
足
り
ず
、
世
人
を
惑
わ
す

だ
け
だ
と
判
断
し
、
法
然
上
人
の
直
弟
子
た
る
聖
覚
、
隆
寛
、
勢
観

ら
の
記
録
し
た
「
師
の
行
業
」
を
「
実
録
」
と
見
て
、
そ
こ
に
法
然
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上
人
の
真
の
事
績
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

忍
澂
の
「
御
伝
縁
起
」
は
、
史
料
の
「
30
」
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

舜
昌
が
「
四
十
八
巻
伝
」
の
編
集
に
当
た
り
、
後
代
に
属
す
る
人
が

つ
く
っ
た
諸
伝
記
を
で
き
る
だ
け
避
け
て
、
直
弟
子
た
る
門
人
が
記

し
た
師
の
行
業
に
よ
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
、
舜
昌
の
伝
記
作
者
と
し
て
の
す
ば
ら
し
さ
が
あ
り
、
そ

れ
が
ま
た
「
四
十
八
巻
伝
」
の
史
料
と
し
て
の
価
値
を
高
め
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
一
方
で
、
忍
澂
は
、
門
人
の
記
録
は
実
録
と
し
て
尊
重
す

べ
き
で
は
あ
り
ま
す
が
、
各
自
が
知
れ
る
こ
と
の
み
を
記
し
て
、
内

容
に
偏
り
が
あ
り
、
脱
漏
す
る
点
も
少
な
く
な
い
と
も
危
惧
し
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
諸
伝
を
通
覧
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
か
な
り
面

倒
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
舜
昌
が
諸
伝
を
「
総
修
」
し
た
こ
と
で
、
捜

索
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
四
十
八
巻
伝
」
を
評
価
し
た
の
は
、
忍
澂
の
識
見

に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
日
の
法
然
伝
研
究
の
水
準
に
照
ら

し
て
、
十
分
に
た
え
得
る
見
解
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

旧
記
の
実
録
を
重
視
し
、
そ
れ
ら
を
総
修
し
た
こ
と
で
、「
四
十

八
巻
伝
」
は
法
然
上
人
の
全
貌
を
伺
う
に
最
適
の
文
献
と
な
り
得
た

の
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
伝
記
史
料
の
総
修
こ
そ
に
、
歴
史
的
な

意
義
が
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
伝
記
資
料
と
し
て
は
、「
四
巻
伝
」
か
ら
「
古
徳
伝
」

ま
で
の
一
群
の
絵
伝
以
外
に
、『
知
恩
講
私
記
』、「
醍
醐
本
」、「
私

日
記
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
「
四
十
八
巻
伝
」
よ
り
も
早

い
時
期
に
成
立
し
て
い
ま
す
か
ら
、
史
料
的
に
は
“
良
質
”
だ
と
言

う
べ
き
で
し
ょ
う
が
、
法
然
上
人
の
全
貌
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
、
法
然
上
人
絵
伝
の
成
立
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
て
ま
い

り
ま
し
た
。
各
絵
伝
の
成
立
時
期
の
考
察
に
重
点
を
置
き
、
教
学
上

の
意
義
に
言
及
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
が
、

私
が
史
学
専
攻
の
学
徒
だ
と
い
う
こ
と
で
お
許
し
を
願
え
れ
ば
幸
い

で
あ
り
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

司
会
（
安
達
）　

先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

き
ょ
う
の
ご
発
表
の
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と
新
し
い
知
見
が
述
べ
ら

れ
て
お
り
ま
し
て
、
か
な
り
刺
激
的
な
ご
講
演
で
あ
っ
た
か
と
思
い

ま
す
。

　

た
だ
い
ま
の
中
井
先
生
の
基
調
講
演
を
受
け
ま
し
て
、
本
日
の
午

後
、
ま
た
明
日
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
も
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ど
う
ぞ
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

そ
れ
で
は
も
う
一
度
、
中
井
先
生
の
ご
講
演
に
対
し
ま
し
て
、
拍

手
で
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）
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進
行
（
安
達
）　

お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
。
時
間
に
な
り
ま
し

た
の
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
テ
ー
マ

は
「
法
然
上
人
伝
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
で
、
午
前
中
、
中
井
先

生
の
基
調
講
演
「『
法
然
上
人
絵
伝
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
を
受
け

ま
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

パ
ネ
ラ
ー
の
方
々
の
紹
介
は
、
司
会
の
中
野
先
生
に
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
て
、
中
野
先
生
の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
皆
さ
ん
、
よ
く
ご
存
じ
と
は
思
い
ま
す
が
、
現
華
頂
短
期

大
学
の
学
長
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
浄
土
宗
史
、
法
然
上
人
遺
文

の
研
究
、
法
然
伝
等
の
研
究
で
多
く
の
業
績
を
残
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
司
会
の
中
野
先
生
と
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
が
登
壇
さ
れ
ま

す
。
先
生
方
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

中
野　

た
だ
今
、
司
会
の
安
達
先
生
か
ら
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し

た
華
頂
短
期
大
学
の
中
野
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
テ
ー
マ
は
「
法
然
上
人
伝
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
で
、
明
日
と

２
日
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
今
こ
こ
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
先
生
方
の
ご
提
言
を
元
に
フ
ロ
ア
の
諸
先
生
方
と
活
発
な
意
見
交

換
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

法
然
上
人
伝
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
本
日
午
前
中
の
中
井
眞
孝
先
生

の
「『
法
然
上
人
絵
伝
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
と
い
う
基
調
講
演
を

踏
ま
え
て
議
論
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

中
井
先
生
の
基
調
講
演
を
お
聞
き
い
た
し
ま
し
て
、
大
変
驚
い
て

い
る
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
数
々
の
新
知
見

を
ご
提
示
に
な
り
ま
し
て
、
学
術
的
に
は
今
後
色
々
な
影
響
が
あ
る

と
思
い
な
が
ら
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
第
１
日
）

	

「
法
然
上
人
伝
に
つ
い
て
」
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し
か
し
な
が
ら
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
そ
う
い
う
学
術
的
な
、

文
献
学
的
な
議
論
よ
り
は
法
然
上
人
伝
に
つ
い
て
、
明
年
、
法
然
上

人
の
８
０
０
年
大
遠
忌
を
迎
え
る
に
あ
た
り
ま
し
て
、
浄
土
宗
と
し

て
法
然
上
人
の
ご
伝
記
、
ご
生
涯
を
も
う
一
度
、
確
認
し
合
お
う
で

は
な
い
か
と
い
う
目
的
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、
基
調
講
演
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
法
然
上
人

伝
の
伝
記
と
し
て
の
性
格
を
巡
っ
て
の
い
ろ
い
ろ
な
捉
え
方
も
話
題

の
中
で
は
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
４
人
の
先
生
方
は
、
教
学
院
、

浄
土
宗
総
合
研
究
所
、
浄
土
宗
布
教
師
会
、
浄
土
宗
法
式
教
師
会
等
、

４
つ
の
団
体
か
ら
の
ご
推
薦
の
先
生
方
に
ご
登
壇
を
い
た
だ
く
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場
か
ら
法
然
上
人
伝
と
い
う
テ

ー
マ
に
つ
い
て
の
ご
専
門
分
野
か
ら
の
ご
提
言
を
お
聞
き
す
る
こ
と

に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

必
ず
し
も
共
通
し
た
、
具
体
的
な
問
題
を
設
定
し
て
、
深
く
そ
の

こ
と
の
分
析
追
究
を
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ

の
点
を
、
こ
の
テ
ー
マ
を
元
に
本
日
、
明
日
と
議
論
を
進
め
る
中
で

８
０
０
年
大
遠
忌
を
一
つ
の
機
会
と
し
て
、
来
年
ご
祥
当
を
迎
え
る

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
新
し
い
時
代
に
向
け
て
、
法
然
上
人
の
ご

生
涯
に
つ
い
て
、
教
師
と
し
て
、
皆
で
確
認
し
合
い
、
信
仰
を
深
め
、

ま
た
研
究
の
対
象
と
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
互
い
に
自
覚
で
き

る
な
ら
ば
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
計
画
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
者
と

い
た
し
ま
し
て
、
一
つ
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

で
は
、
本
日
ご
提
言
を
い
た
だ
き
ま
す
先
生
方
の
ご
紹
介
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
発
表
い
た
だ
く
順
番
に
、
ま
ず
教
学
院
の
ご

推
薦
で
東
京
教
区
常
照
院
ご
住
職
の
野
村
恒
道
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。

野
村
先
生
は
、
法
然
上
人
伝
の
ご
研
究
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
例
え

ば
『
四
十
八
巻
伝
』
あ
る
い
は
『
九
巻
伝
』
の
成
立
に
関
わ
る
よ
う

な
問
題
を
整
理
さ
れ
た
り
、
有
名
な
源
智
上
人
の
造
立
願
文
文
中
に

ご
ざ
い
ま
す
秘
妙
と
い
う
人
物
の
特
定
を
、『
尊
卑
分
脈
』
あ
る
い

は
造
立
願
文
の
交
名
の
順
番
な
ど
の
分
析
を
通
し
て
、
一
定
の
方
向

性
を
発
表
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

次
に
浄
土
宗
総
合
研
究
所
ご
推
薦
で
、
善
裕
昭
先
生
で
ご
ざ
い
ま

す
。
善
先
生
は
、
昨
年
度
末
ま
で
佛
教
大
学
の
准
教
授
と
し
て
仏
教

文
化
等
の
ご
講
義
を
担
当
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ご
専
門
と
い
た

し
ま
し
て
は
、
鎌
倉
時
代
、
特
に
天
台
浄
土
教
が
ご
専
攻
で
ご
ざ
い

ま
す
。
法
然
上
人
と
天
台
宗
の
学
僧
と
の
関
係
な
ど
の
ご
研
究
を
さ

れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

続
き
ま
し
て
、
埼
玉
教
区
蓮
馨
寺
ご
住
職
、
大
正
大
学
講
師
の
粂

原
恒
久
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。
粂
原
先
生
は
、
関
東
十
八
檀
林
の
一
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つ
で
あ
り
ま
す
川
越
蓮
馨
寺
の
ご
住
職
で
、
大
正
大
学
の
浄
土
学
の

講
師
と
し
て
、
中
国
浄
土
教
を
ご
専
門
に
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
本

日
は
、
浄
土
宗
布
教
師
会
ご
推
薦
と
い
う
お
立
場
で
ご
提
言
を
い
た

だ
き
ま
す
。

　

最
後
に
、
大
澤
亮
我
先
生
。
大
澤
先
生
は
、
法
式
教
師
会
の
ご
推

薦
で
ご
ざ
い
ま
す
。
佛
教
大
学
の
仏
教
学
を
修
め
ら
れ
ま
し
て
、
近

く
、
法
式
教
師
会
に
お
き
ま
し
て
、
先
生
が
中
心
と
な
っ
て
五
重
の

伝
書
関
係
の
伝
巻
な
ど
を
出
版
な
さ
る
よ
う
に
承
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
事
務
局
を
ご
担
当
に
な
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

初
め
に
各
先
生
に
20
分
程
度
の
持
ち
時
間
で
ご
提
言
を
い
た
だ
き

ま
し
て
、
本
日
は
17
時
20
分
を
め
ど
に
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場
か
ら
の

ご
提
言
を
い
た
だ
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
後
に
、
少
し
私
が
ま

と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

本
日
、
質
問
用
紙
を
お
配
り
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ご
提
言
を

お
聞
き
い
た
だ
き
な
が
ら
、
ぜ
ひ
い
ろ
い
ろ
な
ご
質
問
を
お
書
き
い

た
だ
き
ま
し
て
、
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
質
問

用
紙
に
基
づ
き
ま
し
て
、
明
日
、
フ
ロ
ア
の
先
生
方
と
の
討
議
を
進

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
野
村
恒
道
先
生
に
ご
提
言
を
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

野
村　

ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
野
村
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
、

皆
様
方
の
前
に
出
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
十
分
な
こ
と
が
お
話
で
き

る
と
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
ま
た
ま
教
学
院
か
ら
ご
指
名
を
い

た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
今
ま
で
私
の
考
え
て
き
た
こ
と
を
お
話
い
た

し
ま
す
。
ま
た
い
ろ
い
ろ
ご
教
授
を
い
た
だ
け
た
ら
、
あ
り
が
た
い

と
存
じ
ま
す
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、「
法
然
上
人
伝
に
つ
い
て
」
と
い
う
大

き
な
テ
ー
マ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
法
然
上
人
伝
に
つ
き
ま
し
て
は
、
基

調
講
演
で
も
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
か
ら
中
世
に
か
け

て
、
幾
つ
か
の
伝
記
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
の
研
究
が
ち

ょ
う
ど
法
然
上
人
の
７
５
０
年
、
昭
和
36
年
を
記
念
と
し
て
、
知
恩

院
を
中
心
と
し
た
岸
猊
下
の
元
に
研
究
が
さ
れ
ま
し
た
。
か
な
り
い

ろ
い
ろ
な
整
理
、
研
究
が
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
８
０
０
年
を
前
に
し
て
中
井
先
生
が
精
力
的
に
ご
研
究
さ
れ

ま
し
て
、
様
々
な
成
果
が
出
て
き
て
お
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

き
ょ
う
、
こ
こ
で
も
宗
務
庁
の
ほ
う
で
デ
ジ
タ
ル
映
像
の
、「
四
十

八
巻
伝
」
の
一
部
分
を
拡
大
し
た
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う

形
で
「
四
十
八
巻
伝
」
が
大
き
く
我
々
の
前
に
見
え
て
き
た
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

き
ょ
う
は
、
こ
の
四
十
八
巻
伝
を
中
心
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
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き
ま
す
。
き
ょ
う
、
こ
の
場
所
で
も
、
展
覧
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
然
上
人
絵
伝
の
「
四
十
八
巻
伝
」、
文
字

に
つ
き
ま
し
て
は
浄
土
宗
聖
典
な
ど
で
近
年
、
刊
行
さ
れ
ま
し
て
、

中
身
を
読
む
こ
と
が
大
変
に
便
利
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
し
か

し
絵
伝
全
体
を
見
る
と
な
る
と
、
な
か
な
か
至
難
の
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

と
申
し
ま
す
の
も
、
ご
承
知
と
存
じ
ま
す
が
、
四
十
八
巻
伝
の
大

体
縦
が
33
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
で
、
四
十
八
巻
全
部
を
合
わ
せ
ま
す
と
５

４
８
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
に
な
る
大
部
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
日
本

の
絵
巻
集
、
現
存
最
大
の
も
の
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う

こ
と
で
、
実
際
に
見
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
映
像
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
ど
こ
ま
で
公
開
さ
れ

て
い
く
か
、
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
期

待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
か
ら
「
四
十
八
巻
伝
」
が
、
版
本
な
ど
に
も
さ
れ
る
、

だ
ん
だ
ん
人
の
目
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
絵
自
体
を
見
る
と
い
う
機
会
は
非
常
に
稀
な
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

し
た
。
法
然
上
人
の
７
５
０
年
、
昭
和
36
年
の
と
き
に
、
角
川
書
店

か
ら
塚
本
善
隆
先
生
の
編
集
担
当
に
よ
り
ま
し
て
、
白
黒
の
写
真
が

全
編
、
出
ま
し
た
。
し
か
し
カ
ラ
ー
は
一
部
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
56
年
、
中
央
公
論
社
か
ら
「
続
日
本
絵
巻
大
成
」

と
い
う
形
で
、
何
と
か
「
四
十
八
巻
伝
」
の
全
般
を
見
ら
れ
る
状
況

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
我
々
は
、
一
応
全
体
の
姿
を
垣
間
見

る
機
会
に
恵
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
「
四
十
八
巻
伝
」
は
、
文
字
に
つ
き
ま
し
て
は
、
聖
典
の
ほ

う
で
細
か
に
出
て
お
り
ま
す
。
法
然
上
人
の
生
涯
、
あ
る
い
は
門
下

や
帰
依
者
に
つ
い
て
の
記
述
、
あ
る
い
は
法
語
が
そ
の
ま
ま
た
く
さ

ん
記
述
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
法
語
の
宝
庫
と
い
う
形
で
、
教
化
に
も

役
に
立
つ
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

絵
に
描
か
れ
ま
し
た
も
の
も
、
人
物
、
装
束
、
風
俗
、
あ
る
い
は

建
築
物
や
自
然
の
風
景
、
景
観
な
ど
、
当
時
の
様
子
を
知
る
の
に
、

大
変
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

詞
書
と
申
し
ま
す
か
、
段
が
分
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
２
３
５
段

で
、
実
は
画
図
は
２
３
２
図
に
な
り
ま
す
。
３
段
は
詞
だ
け
書
い
て

あ
っ
て
、
絵
が
な
い
部
分
も
見
ら
れ
ま
す
。

　
「
四
十
八
巻
伝
」
と
申
し
ま
す
と
、
知
恩
院
に
あ
り
ま
す
知
恩
院

本
と
俗
に
称
さ
れ
ま
す
も
の
が
主
体
的
に
語
ら
れ
ま
す
。
実
は
、
副

本
と
い
う
言
い
方
が
適
当
か
ど
う
か
、
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
当
麻

往
生
院
に
蔵
さ
れ
て
い
る
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
似
通
っ
た
も
の
が
ご
ざ
い

ま
す
。
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そ
れ
か
ら
模
本
、
冷
泉
為
恭
に
よ
り
ま
し
て
模
写
さ
れ
た
も
の
が

知
恩
院
と
増
上
寺
、
井
川
先
生
の
「
法
然
上
人
絵
伝
の
研
究
」
に
よ

り
ま
す
と
、
名
古
屋
の
某
家
に
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、

知
恩
院
に
あ
る
「
四
十
八
巻
伝
」、
当
麻
往
生
院
に
あ
る
「
四
十
八

巻
伝
」
が
正
本
・
副
本
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し

か
し
こ
の
違
い
は
、
後
ほ
ど
コ
ピ
ー
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
が
、
当
麻
本
に
は
、
少
し
詞
書
の
脱
漏
が
あ
る
こ
と
が
井
川
先

生
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

名
称
に
つ
き
ま
し
て
は
、
基
調
講
演
の
中
で
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

「
法
然
上
人
行
状
絵
図
」
が
巻
物
の
題
箋
に
ご
ざ
い
ま
す
が
、
中
の

題
名
は
は
っ
き
り
は
し
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
巻
物
の
外
に

「
行
状
絵
図
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
ま
あ
、
そ
う
だ
ろ
う
と
い
う

形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

実
は
、
題
箋
に
つ
き
ま
し
て
も
、
行
状
絵
図
と
書
か
れ
ま
し
た
も

の
が
、
32
巻
、
行
状
画
図
と
書
か
れ
た
も
の
、「
え
ず
」
と
読
め
な

い
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
16
巻
。
そ
う
い
う
違
い
も
あ
り
ま
す
し
、

題
箋
の
書
か
れ
て
い
る
字
体
も
、
似
通
っ
て
お
り
ま
す
が
、
ま
ち
ま

ち
な
状
況
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
当
麻
本
は
、
井
川
定
慶
先
生
の
研
究
に
よ
れ
ば
、「
行

状
」
が
「
形
状
」
と
い
う
字
で
、
絵
図
と
画
図
が
混
在
し
て
い
る
そ

う
で
す
。
私
は
、
実
際
に
往
生
院
の
も
の
は
見
る
機
会
が
ご
ざ
い
ま

せ
ん
の
で
、
先
学
の
研
究
に
頼
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い

う
こ
と
で
、
名
称
に
つ
い
て
も
幾
つ
か
、
読
み
方
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

知
恩
院
本
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
末

に
奥
書
ふ
う
な
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
「
四
十
八
巻
絵
伝
」

と
い
う
書
き
方
も
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
古
い
史
料
で
『
存

覚
袖
日
記
』
に
は
「
黒
谷
四
十
八
巻
絵
詞
」
と
い
う
記
述
も
ご
ざ
い

ま
す
。
ま
た
、
基
調
講
演
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
特
に
江
戸

時
代
の
中
頃
か
ら
「
勅
修
吉
水
円
光
大
師
御
伝
」
と
い
う
こ
と
が

「
御
伝
縁
起
」
に
記
さ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
一
般
的
に
「
勅
修
御

伝
」、「
御
伝
」、「
吉
水
御
伝
」
と
い
う
言
わ
れ
方
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に

な
っ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
勅
修
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
研
究
の
中
で
も
、
な
か
な
か
確

定
的
な
史
料
が
な
い
。
編
者
が
舜
昌
と
な
る
「
述
懐
抄
」、
こ
れ
は

大
橋
俊
雄
先
生
が
『
日
本
歴
史
』
に
論
述
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
延

享
５
年
（
１
７
４
８
年
）
の
「
続
浄
本
」
に
は
「
今
不
図
勅
命
ヲ
ウ

ケ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
よ
り
前
の
延
宝
３
年
（
１
６

７
５
）
版
の
舜
昌
の
「
述
懐
抄
」
に
は
「
勅
命
ヲ
ウ
ケ
」
と
い
う
言

葉
が
な
い
と
、
論
証
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
、
後
伏
見
上
皇
の
勅
命
を
受
け
て
舜
昌
が
「
四
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十
八
巻
伝
」
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
１
７
１
７
年
（
享
保
２

年
）
の
獅
子
ケ
谷
忍
澂
の
七
回
忌
に
出
ま
し
た
忍
澂
が
記
し
ま
し
た

「
勅
修
吉
水
円
光
大
師
御
伝
縁
起
」
に
事
細
か
に
と
い
う
か
、
ま
こ

と
し
や
か
に
と
申
し
ま
す
か
、
勅
命
を
得
て
書
か
れ
た
と
い
う
記
述

が
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
史
料
に
基
づ
い
て
、

江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
か
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
の
先
学
の
研
究
の

中
で
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
元
禄
10
年
に
圓
光
大
師
と
い
う
大
師
号
が
初
め
て
法
然
上

人
に
下
賜
さ
れ
ま
し
て
、
元
禄
16
年
に
、
義
山
が
「
圓
光
大
師
行
状

画
図
翼
賛
」
を
作
成
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
頃
、
宝
永
３

年
（
１
７
０
６
）
に
修
補
。
大
々
的
な
修
理
が
さ
れ
た
よ
う
に
書
い

て
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
あ
と
に
、
こ
の
「
勅
修
吉
水
円
光
大
師
御
伝
縁
起
」
が
忍
澂

に
よ
っ
て
出
さ
れ
ま
し
て
、
一
連
の
圓
光
大
師
の
大
師
号
を
い
た
だ

い
た
と
こ
ろ
の
顕
彰
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見

方
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、「
御
伝
縁
起
」
に
は
、

製
作
の
由
来
と
か
、
筆
は
約
８
名
の
具
体
的
な
名
前
が
上
が
っ
て
お

り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
絵
に
つ
き
ま
し
て
は
、
絵
所
に
任
せ
た
と
い
う
こ
と

で
、
誰
が
描
い
た
か
、
具
体
的
に
記
し
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て

徳
治
２
年
（
１
３
０
７
）
か
ら
、
10
年
あ
ま
り
の
春
秋
を
経
て
、

「
知
恩
院
本
」、「
当
麻
本
」
に
当
た
る
と
推
測
さ
れ
る
正
本
、
副
本

と
称
せ
ら
れ
る
両
部
の
「
四
十
八
巻
伝
」
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
、
江
戸
時
代
の
中
頃
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
ま
す
根
拠
と
い
う
も
の
は
、
忍
澂
が
、
ど
う
い
う
も

の
か
ら
書
い
た
か
は
、
は
っ
き
り
し
て
お
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
基
調
講
演
で
も
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、

い
ろ
い
ろ
な
成
立
の
推
定
が
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
中
で
江
戸
時
代
の
途
中
か
ら
「
四
十
八
巻
伝
」
の
成
立

に
つ
い
て
、
非
常
に
詳
し
く
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ

ま
で
の
経
過
と
し
て
な
か
な
か
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
れ
で
も
よ
う
や
く
、
わ
れ
わ
れ
は
「
四
十
八
巻
伝
」
の
全
体

を
見
て
行
く
機
会
に
恵
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
昭
和
56
年
の
「
続
日
本
絵
巻
大
成
」
が
中
央
公
論
社
か

ら
出
ま
し
て
、
そ
の
後
平
成
２
年
に
普
及
版
が
出
ま
し
た
。
そ
う
い

う
こ
と
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
、
い
く
ら
か
手
軽
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
７
千
ケ
寺
の
浄
土
宗
の
お
寺

さ
ん
が
、
ど
の
程
度
、
こ
の
全
体
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
か
、
非
常

に
疑
問
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
物
、
実
際
の
物
を
見
た
の
は
、

ほ
ん
の
僅
か
な
方
で
あ
ろ
う
と
思
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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し
か
し
、
昭
和
56
年
に
中
央
公
論
社
か
ら
出
ま
し
た
と
き
に
、
い

ろ
い
ろ
な
解
説
の
中
で
そ
の
全
体
像
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。
コ
ピ
ー
２
ペ
ー
ジ
の
４
番
奥
書
が
、
例
え
ば
何
々

巻
料
紙
数
何
々
丁
と
い
う
も
の
が
各
巻
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
資
料
の
下
の
ほ
う
の
大
き
な
図
の
一
部
を
切
り
取
り
ま
し
て
、

奥
書
に
付
し
た
部
分
も
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。
あ
る
い
は
１
ペ
ー
ジ

７
番
、
巻
軸
に
巻
き
込
ま
れ
た
小
別
紙
の
書
付
も
、
昭
和
40
年
、
36

年
の
御
遠
忌
の
あ
と
に
、
４
年
間
か
け
て
、
大
修
理
が
さ
れ
た
そ
う

で
ご
ざ
い
ま
す
。
２
ペ
ー
ジ
１
、
2
の
と
こ
ろ
で
修
補
以
前
の
装
丁

か
ら
太
い
巻
軸
に
巻
き
直
さ
れ
て
、
か
な
り
新
し
く
、
現
在
は
こ
の

よ
う
な
装
丁
に
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
が
昭
和
40
年
か
ら
細
か
な
修
理
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ

う
い
う
こ
と
を
経
た
と
き
に
、
そ
う
い
う
も
の
が
徐
々
に
発
見
さ
れ

て
ま
い
り
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

又
、
本
絵
伝
は
、
完
璧
な
絵
巻
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
絵
を
よ

く
見
て
い
き
ま
す
と
、
不
思
議
な
と
こ
ろ
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
カ

ラ
ー
の
５
番
、
二
十
二
巻
の
一
段
で
す
。
法
然
上
人
が
あ
る
人
に
消

息
を
送
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
法
然
上
人
と
対
面
を
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
人
の
絵
は
、
ど
う
見
て
も
、
一
度
、
畳
を
描
い
て
か
ら
、
新
た

に
描
き
添
え
た
様
子
が
見
え
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
紙
を
持
っ
て
い
る
の
も
、
板
の
間
の
床
が
先
に
描
か

れ
て
、
そ
の
上
に
描
き
直
し
た
よ
う
な
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
法
然

上
人
の
後
ろ
襟
の
と
こ
ろ
も
僧
綱
領
、
衣
の
襟
を
立
て
て
着
る
着
方

を
消
し
て
い
る
三
角
形
が
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
６
番
の
八
巻
二
段
の

法
然
上
人
の
絵
も
、
首
の
と
こ
ろ
の
衣
が
消
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

７
番
の
六
巻
二
段
の
人
物
の
襟
の
と
こ
ろ
や
裾
が
消
し
て
あ
る
よ

う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
実
際
の
叡
空
と
称
名
の
念
仏
、
観
想
の

念
仏
に
つ
い
て
争
う
と
こ
ろ
で
す
が
、「
古
徳
伝
」
や
「
琳
阿
本
」

を
見
ま
す
と
、
こ
の
場
面
で
は
枕
を
持
っ
て
い
る
、
下
駄
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
争
い
が
端
的
に
表
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
が
、
自
然

に
話
し
て
い
る
様
子
に
伺
え
ま
す
。

　

８
番
、
六
巻
七
段
も
、
数
珠
を
繰
る
手
と
紙
を
持
っ
て
い
る
、
ど

う
も
あ
と
か
ら
描
き
加
え
た
よ
う
な
様
子
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

素
晴
ら
し
い
絵
も
た
く
さ
ん
あ
る
中
に
、
こ
う
し
た
描
き
変
え
た

よ
う
な
部
分
が
幾
つ
か
、
出
て
ま
い
り
ま
す
。
３
ペ
ー
ジ
の
１
番
上

の
場
面
も
、
板
戸
を
消
し
て
子
ど
も
の
姿
を
描
き
加
え
て
い
る
。
そ

れ
ま
で
の
「
古
徳
伝
」
や
「
四
巻
本
」、「
琳
阿
本
」
を
見
ま
し
て
も
、

真
ん
中
に
勢
至
丸
の
姿
が
あ
っ
て
、
竹
馬
に
乗
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
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勢
至
丸
に
見
届
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
衣
装
の
子
ど

も
が
左
の
ほ
う
に
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
と

こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

10
番
に
挙
げ
ま
し
た
「
上
洛
時
に
忠
通
と
会
う
」
の
行
列
も
素
晴

ら
し
い
絵
で
あ
り
ま
す
が
、
勢
至
丸
を
連
れ
て
き
た
お
供
が
、
右
の

ほ
う
の
下
、
川
に
入
っ
て
待
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
四
十
八
巻
伝

の
詞
書
に
よ
り
ま
す
と
、
傍
ら
に
寄
り
て
と
い
う
だ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
。
ほ
か
の
伝
記
「
九
巻
伝
」
な
ど
は
「
小
川
に
入
り
う
ち
寄
り

て
」
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。
や
や
四
十
八
巻
伝
の
詞
書
と
ぴ

っ
た
り
来
な
い
で
、
他
の
伝
記
と
合
う
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

11
番
の
「
普
賢
菩
薩
白
象
に
乗
り
現
る
」
も
、
白
象
の
背
中
に
蓮

台
が
あ
り
ま
し
て
、
普
賢
菩
薩
が
障
子
の
目
と
絡
ん
で
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
よ
く
見
ま
す
と
、
白
象
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、

蓮
台
と
普
賢
菩
薩
の
足
は
後
に
書
き
加
え
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
と

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
実
際
に
「
四
巻
伝
」「
伝
法
絵
」
に
は
、
普

賢
菩
薩
の
お
姿
と
白
象
、
両
方
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、「
琳
阿
本
」

や
「
古
徳
伝
」
に
は
白
象
が
蓮
台
だ
け
を
乗
せ
て
い
る
姿
が
見
え
て

お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
白
象
だ
け
が
現
れ
た
と
い
う
文
章
の
伝
記
も
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
普
賢
菩
薩
が
白
象
に
乗
っ
て
現
れ
る
の
は
、
四
十

八
巻
伝
の
詞
と
無
理
に
合
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
と
こ

ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

12
番
に
「
勝
尾
寺
に
法
服
施
入
」
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
ち
ょ

う
ど
浄
土
宗
新
聞
の
今
月
号
に
中
井
先
生
が
紹
介
さ
れ
て
お
ら
れ
ま

す
。
先
学
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
勝
尾
寺
に
法
服
を
施
入
し
た
と

こ
ろ
は
、
実
は
大
原
問
答
が
元
々
の
図
で
、
そ
れ
を
新
し
い
法
服
と

し
て
、
黒
く
染
め
て
裾
を
直
し
た
と
い
う
指
摘
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

13
番
は
四
十
八
巻
伝
の
大
原
問
答
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

れ
が
、
そ
う
い
う
指
摘
が
さ
れ
る
よ
う
な
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
も
ご
ざ

い
ま
す
。

　

４
ペ
ー
ジ
、
16
番
に
三
十
一
巻
二
段
「
七
箇
条
制
誡
」
連
署
を
挙

げ
ま
し
た
。
右
の
列
の
上
か
ら
３
段
目
は
、
活
字
で
は
綽
空
と
読
ん

で
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
写
真
で
見
る
限
り
、
字
が
読
み
に
く

く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
偏
が
摩
耗
し
て
読
み
に
く
く

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
七
箇
条
制
誡
」
の
原
本
が
実
際
に
あ

り
ま
し
て
、
１
８
０
人
が
署
名
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
判
読
し
て
い
き
ま
す
と
、
綽
空
、
親
鸞
を
表
し
た

文
字
が
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。
井
川
先
生
は
、
往
生
院
本
に
は
綽
空

と
書
い
て
な
い
で
、
善
空
と
書
い
て
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

四
十
八
巻
伝
の
「
七
箇
条
制
誡
」
の
署
名
を
見
ま
し
て
も
、
ほ
か
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の
字
は
ほ
と
ん
ど
読
め
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
綽
空
の
偏
だ

け
は
読
み
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
下
に
善
蓮
が
あ
り
ま
し
て
、

善
は
読
め
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
当
麻
の
往
生
院
に
あ
る
の
は
、
こ
れ
を
善
と
読

ん
で
お
り
ま
し
て
、
善
空
。
た
ま
た
ま
そ
こ
が
磨
滅
し
て
読
め
な
く

な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
親
鸞
を
表
す
綽
空
を
読
め
な
く
し
た
の
か
、

そ
う
い
う
勘
ぐ
り
方
も
さ
れ
る
よ
う
な
部
分
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

17
番
に
、
知
恩
院
本
と
当
麻
本
の
違
い
を
可
能
な
限
り
挙
げ
ま
し

た
。
左
の
ほ
う
、
カ
ラ
ー
は
四
十
八
巻
伝
、
上
は
知
恩
院
本
、
下
は

当
麻
本
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
似
通
っ
た
絵
が
あ
る
部
分
と
、

右
下
の
ほ
う
の
知
恩
院
本
は
、
文
字
と
絵
が
分
か
れ
て
、
別
の
紙
で

あ
り
ま
す
が
、
当
麻
本
は
、
絵
は
似
通
っ
て
お
り
ま
す
が
、
や
や
違

っ
て
お
り
ま
す
。
当
麻
本
の
文
字
が
絵
の
ほ
う
に
書
き
込
ま
れ
て
い

く
、
１
枚
の
紙
に
絵
と
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

最
初
の
ほ
う
は
、
知
恩
院
本
と
当
麻
本
の
夜
襲
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ

い
ま
す
。
法
然
上
人
の
館
が
夜
討
ち
に
合
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
を
見
ま
す
と
、
全
体
の
構
図
が
違
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
実
際
に
四
十
八
巻
伝
を
見
ま
す
と
、
文
字

の
内
容
、
方
法
等
も
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
と
、
似
つ
か
わ
し
く
な
い

絵
の
と
こ
ろ
が
混
在
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
こ
れ
か

ら
わ
れ
わ
れ
の
目
に
非
常
に
見
や
す
く
な
り
ま
す
と
、
文
字
を
し
っ

か
り
読
み
、
ま
た
絵
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
違
和
感
の

あ
る
と
こ
ろ
も
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
れ
か
ら
仏
教
大
学
の
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
の
ほ
う
か
ら
も
、
四
十
八
巻
伝
が
、
今
の
シ
リ
ー
ズ
の
あ
と
か

ら
出
る
よ
う
な
こ
と
も
聞
い
て
お
り
ま
す
。
大
い
に
期
待
を
し
て
、

ま
た
様
々
な
方
に
こ
う
い
う
も
の
を
見
て
い
た
だ
い
て
ご
意
見
が
ち

ょ
う
だ
い
で
き
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

時
間
が
な
く
な
り
ま
し
て
、
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。

　　

中
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
特
に
『
四
十
八
巻
伝
』
に

つ
き
ま
し
て
、
絵
の
部
分
に
関
す
る
数
々
の
問
題
点
を
、
書
誌
学
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
ご
紹
介
を
い
た
だ
い
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

続
き
ま
し
て
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
ご
推
薦
の
善
裕
昭
先
生
に
よ

り
ま
し
て
、『
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記
』
と
『
四
十
八
巻
伝
』、
悪
人

正
機
説
を
め
ぐ
っ
て
と
い
う
テ
ー
マ
で
ご
提
言
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　

善　

た
だ
今
、
野
村
先
生
よ
り
四
十
八
巻
伝
の
資
料
の
歴
史
的
な

考
察
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
の
方
で
は
視
点
を
変
え
ま
し
て
、
教
学
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的
な
観
点
か
ら
伝
記
を
眺
め
て
み
る
こ
と
と
し
、「
醍
醐
本
」
と

「
四
十
八
巻
伝
」
を
取
り
上
げ
ま
し
て
、
よ
く
話
題
に
な
り
ま
す
悪

人
正
機
説
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
四
十
八
巻
伝
」
の
教
学
的
資
料
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
大
変

豊
富
で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
八
巻
に
は
、
選
択
集
や
往
生
大
要
抄
、
無

量
寿
経
釈
が
入
っ
て
い
る
。
二
十
一
巻
に
は
、
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け

る
御
詞
や
一
紙
小
消
息
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
他
消
息
、
法
語

類
が
た
く
さ
ん
収
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
伝
記
は
、
教
学
・
法
語
資

料
の
宝
庫
で
あ
る
と
、
今
一
度
、
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
醍
醐
本
」
の
悪
人
正
機
説
で
す
。

大
変
話
題
を
振
り
ま
い
て
い
る
分
野
で
あ
り
ま
し
て
、
た
く
さ
ん
の

先
学
の
研
究
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
新
し
い
意
見
を
盛
り
込
む
こ

と
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
が
、
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
「
醍
醐
本
」
に
見
え
る
「
善
人
な
ほ
も
て
往
生
す
、
い
は
ん
や
悪

人
を
や
の
事
〈
口
伝
こ
れ
あ
り
〉」、
非
常
に
有
名
な
一
節
で
す
。
こ

れ
が
大
正
時
代
に
「
醍
醐
本
」
が
発
見
さ
れ
た
当
初
、
ど
の
よ
う
に

判
断
さ
れ
た
の
か
。
一
紙
小
消
息
の
「
罪
人
な
お
生
ま
る
、
い
わ
ん

や
善
人
を
や
」
と
矛
盾
す
る
で
は
な
い
か
、「
選
択
集
」
に
も
み
え

な
い
。
従
っ
て
悪
人
正
機
説
は
法
然
上
人
の
言
葉
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
、
望
月
先
生
や
家
永
先
生
が
主
張
さ
れ
ま
し
た
。

　

長
く
、
こ
の
意
見
が
有
力
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
20
年
ほ
ど
は
、

「
醍
醐
本
」
の
資
料
的
評
価
の
中
で
、
法
然
上
人
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
意
見
が
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
問
題
は
、「
醍
醐
本
」
と
「
一
紙
小
消
息
」
で
は
善
人
と
悪
人

の
位
置
が
全
く
逆
で
あ
る
。「
一
紙
小
消
息
」
で
は
罪
人
と
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
善
人
と
悪
人
が
全
く
逆
で
、
法
然
上
人
は
全
く
逆
の

こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
こ
の
矛
盾
を
解
決
し
て

い
け
ば
よ
い
の
か
、
こ
れ
が
最
大
の
問
題
点
で
す
。
こ
れ
が
ど
の
よ

う
に
解
明
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

悪
人
正
機
説
を
考
え
る
場
合
、
悪
人
の
意
味
は
ど
う
な
の
か
、
善

人
の
意
味
は
ど
う
な
の
か
と
言
わ
れ
ま
す
。
大
事
な
こ
と
は
、
善

人
・
悪
人
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ど

の
よ
う
な
思
想
と
一
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
大

事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
を
注
意
す
れ
ば
、
時
代
間
対
比
と
人
間
対
比
い
う
も
の

が
、
法
然
上
人
に
は
ご
ざ
い
ま
す
。
対
比
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
対

比
の
基
点
、
出
発
点
が
あ
り
ま
す
。
対
比
の
基
点
は
、
末
法
万
年
後

の
法
滅
百
歳
と
五
逆
罪
人
で
す
。
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「
選
択
集
」
の
12
章
、「
此
れ
則
ち
遐
き
を
挙
げ
て
迩ち
か
き
を
摂
す
る

也
、
然
れ
ば
法
滅
の
後
な
お
以
て
然
也
、
何
に
況
ん
や
末
法
を
や
、

末
法
已
に
然
り
、
何
に
況
ん
や
正
法
・
像
法
を
や
」、
つ
ま
り
末
法

万
年
後
の
百
歳
、
は
る
か
遠
く
の
未
来
、
そ
こ
か
ら
い
ま
現
在
へ
遡

っ
て
き
て
対
比
を
し
て
い
く
。
な
ん
な
ん
で
さ
え
、
こ
う
で
あ
る
。

だ
か
ら
今
、
末
法
は
往
生
で
き
る
。
だ
か
ら
、
正
法
・
像
法
は
、
よ

り
往
生
で
き
る
と
い
う
時
代
の
間
の
対
比
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
時
代
の
中
で
の
対
比
と
、
も
う
一
つ
は
五
逆
を
基
点
と
し
た

対
比
を
同
時
に
語
っ
て
い
る
資
料
が
「
往
生
大
要
抄
」
で
す
。「
五

逆
の
罪
人
を
あ
げ
て
な
を
往
生
の
機
に
お
さ
む
、
い
は
ん
や
余
の
軽

罪
を
や
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
」
は
、「
一
紙
小
消
息
」
と

ほ
ぼ
同
じ
思
想
が
表
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
「
往
生
大
要
抄
」
は
、
道
綽
の
「
安
楽
集
」
の
浄
土
門
に
通
入
す

べ
き
な
り
の
通
入
の
言
葉
を
解
釈
し
て
、
ひ
ろ
く
通
ず
と
、
と
お
く

通
ず
る
、
二
つ
の
観
点
か
ら
解
釈
で
き
る
と
、
法
然
上
人
は
お
っ
し

ゃ
い
ま
す
。

　

傍
線
箇
所
は
、
ひ
ろ
く
通
ず
。
対
機
の
普
遍
化
を
い
た
し
ま
し
て
、

五
逆
も
往
生
、
ま
し
て
や
余
の
軽
罪
は
往
生
、
ま
し
て
や
善
人
は
当

然
往
生
だ
と
。

　

こ
れ
を
時
代
間
対
比
で
言
う
と
、
と
お
く
通
ず
。
次
代
の
通
時
化
、

法
滅
百
歳
で
さ
え
往
生
す
る
、
ま
し
て
や
末
法
は
往
生
す
る
、
ま
し

て
や
正
法
像
法
は
往
生
す
る
。
こ
の
よ
う
な
抑
揚
的
表
現
で
対
比
を

な
さ
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
時
代
と
人
間
を
抑
揚
的
表
現
で
対
比
さ

れ
て
い
く
。

　

正
像
末
の
時
代
間
対
比
と
善
人
・
悪
人
観
が
連
動
し
て
い
る
。
こ

れ
が
法
然
上
人
の
悪
人
・
善
人
を
考
察
す
る
上
に
お
い
て
見
逃
せ
な

い
点
だ
と
思
い
ま
す
。
法
然
上
人
は
御
自
分
の
こ
と
を
十
悪
の
法
然

房
と
は
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
五
逆
の
法
然
房
と
は
お
っ
し
ゃ
ら

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
五
逆
で
は
な
い
、
五
逆
を
つ
く
ら
ざ
る
わ
れ
ら

と
い
う
人
間
観
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

わ
れ
わ
れ
は
五
逆
ほ
ど
の
極
悪
人
で
は
な
い
。
こ
の
思
想
的
内
容

に
は
、
民
衆
に
背
負
わ
さ
れ
た
い
わ
れ
な
き
罪
業
観
を
払
し
ょ
く
す

る
と
い
う
こ
と
を
河
田
先
生
が
最
初
に
指
摘
さ
れ
ま
し
て
、
続
い
て
、

平
雅
行
先
生
が
法
然
の
思
想
構
造
の
中
に
こ
の
善
人
論
を
位
置
づ
け

ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
点
が
浄
土
宗
の
ほ
う
で

は
摂
取
が
し
に
く
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
浄
土
宗
で
は
凡
夫
と
い
う

こ
と
を
説
き
ま
す
。
あ
る
い
は
愚
の
自
覚
を
説
き
ま
す
。
こ
れ
と
、

善
人
観
を
ど
の
よ
う
に
整
合
的
に
解
釈
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、

一
方
に
あ
り
ま
す
。
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ま
た
、
五
逆
と
比
べ
て
我
々
は
善
人
で
あ
る
。
こ
れ
も
現
代
人
か

ら
す
れ
ば
、
感
覚
的
に
捉
え
難
い
。
布
教
に
な
か
な
か
還
元
し
に
く

い
思
想
で
す
。

　

し
か
し
、
法
然
上
人
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
は
、
我
々
は
そ
ん

な
に
悪
く
は
な
い
。
こ
れ
を
現
代
に
還
元
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
現

代
で
も
人
間
社
会
に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な
格
差
が
ご
ざ
い
ま
す
。
い

わ
れ
な
き
差
別
が
ご
ざ
い
ま
す
。
い
わ
れ
な
き
偏
見
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
に
苦
悩
す
る
人
た
ち
に
対
し
て
、
我
々
、
浄
土
宗
の

僧
侶
は
ど
の
よ
う
に
接
触
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
。
そ
う
い
う
こ

と
を
こ
の
善
人
論
は
、
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
確
認
い
た
し
ま
し
て
、「
一
紙
小
消
息
」
を

見
ま
す
と
、
法
滅
以
後
の
衆
生
猶
も
て
往
生
す
べ
し
。
況
近
来
を
や
。

こ
れ
は
法
滅
以
後
と
近
来
を
対
比
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

法
滅
以
後
も
往
生
、
況
や
近
来
の
我
々
は
当
然
往
生
す
る
よ
と
言

い
な
が
ら
、
ま
た
同
時
「
一
紙
小
消
息
」
で
、「
罪
は
十
悪
五
逆
の

者
も
生
ず
と
信
じ
て
、
少
罪
を
も
犯
さ
じ
と
思
べ
し
。
罪
人
猶
生
る
、

況
善
人
乎
」
で
す
。

　

罪
人
と
は
、
こ
こ
で
は
十
悪
五
逆
で
す
。
善
人
と
は
、
少
罪
を
も

犯
す
ま
い
と
思
う
者
で
す
。
で
す
か
ら
、「
一
紙
小
消
息
」
は
、
十

悪
五
逆
の
罪
人
で
も
往
生
す
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
我
々
、
罪
の

な
い
人
間
は
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思

い
ま
す
。
た
だ
、
十
悪
の
扱
い
が
、
少
し
揺
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
か
と
思
い
ま
す
が
、「
一
紙
小
消
息
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
思
想

性
格
を
指
摘
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
、「
醍
醐
本
」
と
こ
れ
が
、
ど
の
よ

う
に
絡
ん
で
い
く
の
か
で
す
。「
四
十
八
巻
伝
」
の
第
二
十
一
巻
に

注
目
い
た
し
ま
す
。
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
で
す
が
、
そ
の
１

番
最
初
は
、「
上
人
の
給
は
く
、
口
伝
な
く
し
て
浄
土
の
法
門
を
見

る
は
、
往
生
の
得
分
を
見
う
し
な
ふ
な
り
。
其
故
は
極
楽
の
往
生
は

上
は
天
親
竜
樹
を
す
ゝ
め
、
下
は
末
世
の
凡
夫
十
悪
五
逆
の
罪
人
ま

で
す
す
め
給
へ
り
。
し
か
る
を
わ
が
身
は
最
下
の
凡
夫
に
て
、
善
人

を
す
ゝ
め
給
へ
る
文
を
見
て
、
卑
下
の
心
お
こ
し
て
、
往
生
を
不
定

に
お
も
ひ
て
、
順
次
の
往
生
を
得
ざ
る
な
り
。
し
か
れ
ば
善
人
を

す
ゝ
め
給
へ
る
所
を
ば
善
人
の
分
と
見
、
悪
人
を
勧
め
給
へ
る
所
を

ば
我
分
と
見
て
得
分
に
す
る
な
り
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。　

こ
の
法

語
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
悪
人
正
機
説
を
読
み

解
く
手
掛
か
り
と
な
る
法
語
で
し
ょ
う
。
手
掛
か
り
が
、
わ
れ
わ
れ

の
身
近
な
「
四
十
八
巻
伝
」
に
あ
る
で
は
な
い
か
と
、
私
は
以
前
か

ら
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

悪
人
正
機
に
関
す
る
研
究
の
中
で
、
こ
の
法
語
も
少
し
注
目
さ
れ
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て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
時
代
観
対
比
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が

十
分
に
注
意
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
法
語
は
、「
四
十
八
巻
伝
」

が
初
見
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
良
忠
の
「
浄
土
宗
要
集
」、「
往
生
要
集

義
記
」（「
往
生
要
集
抄
」）
が
所
見
で
す
。
良
忠
上
人
の
書
物
に
初

め
て
見
え
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
四
十
八
巻
伝
に
も
採
用
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で

す
か
ら
、
言
う
な
れ
ば
鎮
西
義
に
伝
わ
っ
た
法
語
で
も
あ
る
と
言
え

ま
す
。

　
「
醍
醐
本
」
と
ど
の
よ
う
に
絡
ん
で
い
く
の
か
。「
口
伝
な
く
し
て

浄
土
の
法
門
を
見
る
は
云
々
」、「
醍
醐
本
」
に
は
「
口
伝
こ
れ
あ

り
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
口
伝
と
い
う
こ
と
を
法
然
上
人
は
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
る
。
上
人
が
、
口
伝
ど
う
の
こ
う
の
と
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、

非
常
に
少
な
い
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
醍
醐
本
」
と
「
常
に
仰

せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
で
は
、
口
伝
を
ま
ず
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
、
こ
の
ご
法
語
は
、
善
人
や
悪
人
と
い
う
こ
と
を
説
い

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
こ
の
「
常
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御

詞
」
は
、「
醍
醐
本
」
と
非
常
に
関
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が

推
察
で
き
ま
す
。

　

も
う
少
し
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
こ
の
ご
法
語
で
は
何
を
言
っ
て

い
る
の
か
。
善
人
は
正
法
時
代
の
天
親
・
竜
樹
で
あ
る
。
悪
人
は
末

法
以
降
の
凡
夫
十
悪
五
逆
の
罪
人
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。

で
す
か
ら
正
像
末
の
時
間
軸
の
中
で
善
人
・
悪
人
を
配
置
し
て
い
る
。

こ
の
発
想
自
体
は
、「
一
紙
小
消
息
」
と
も
同
じ
、
時
代
間
対
比
を

確
か
に
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
善
人
と
対
比
し
て
自
分
を
卑
下
す
る
必
要
は
な
い
よ
。
善

人
は
は
る
か
昔
の
正
法
の
天
親
や
竜
樹
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
善
人
に

は
善
人
の
往
生
が
あ
る
、
悪
人
に
は
悪
人
の
往
生
が
あ
る
か
ら
分
別

せ
よ
と
、
こ
の
御
法
語
で
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
抑
揚

的
な
表
現
、「
い
わ
ん
や
何
々
を
や
」
と
は
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
が
、

明
ら
か
に
正
像
末
の
時
間
軸
の
中
に
善
人
や
悪
人
を
配
置
し
て
い
る

点
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
発
想
を
「
醍
醐
本
」
に
適
用
す
れ
ば
、
こ
う
な
り
ま
す
。
正

法
の
天
親
・
竜
樹
ら
、
善
人
も
往
生
す
る
。
い
わ
ん
や
末
法
以
降
の

凡
夫
十
悪
五
逆
ら
、
悪
人
も
往
生
す
る
よ
と
、
な
り
ま
す
。「
一
紙

小
消
息
」
と
異
な
り
、
時
間
軸
を
現
在
と
過
去
の
ほ
う
に
ず
ら
し
ま

し
て
、
正
法
と
末
法
以
降
を
対
比
し
た
上
で
、
正
法
善
人
と
抑
揚
的

に
対
比
し
て
末
法
悪
人
の
往
生
を
奮
い
立
た
せ
る
。
善
人
で
も
往
生

で
き
る
か
ら
、
悪
人
は
よ
け
い
に
往
生
で
き
る
、
卑
下
す
る
必
要
は

な
い
よ
と
奮
い
立
た
せ
る
、
そ
う
い
う
意
味
合
い
で
抑
揚
的
表
現
が

「
醍
醐
本
」
で
採
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
時
代
間
の
中
で
の
対
比
、
こ
の
発
想
、
こ
の
視
点
を

盛
り
込
ん
で
い
き
ま
す
と
、「
一
紙
小
消
息
」
と
「
醍
醐
本
」
の
悪

人
正
機
説
両
方
を
何
と
か
整
合
的
に
解
釈
で
き
る
道
が
開
け
て
く
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

悪
人
正
機
説
は
、
法
然
上
人
の
言
葉
で
あ
る
可
能
性
が
開
け
て
く

る
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
可
能
性
で
あ
り

ま
し
て
、
さ
す
が
に
断
定
は
で
き
ま
せ
ん
。
非
常
に
関
係
資
料
が
少

な
い
の
で
、
断
定
と
ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
布
教
に
こ

の
問
題
を
取
り
込
む
の
は
慎
重
で
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
と
思
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
四
十
八
巻
伝
」
の
「
常
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」、

こ
の
善
人
・
悪
人
論
は
、「
和
語
灯
録
」
に
も
「
西
方
指
南
抄
」
に

も
、
ほ
か
の
法
然
伝
に
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
四
十
八
巻
伝
は
、

非
常
に
豊
富
な
法
語
資
料
を
含
ん
で
い
ま
す
。
野
村
先
生
も
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
法
語
の
宝
庫
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認

で
き
る
し
、
ま
た
我
々
の
身
近
に
こ
う
や
っ
て
悪
人
正
機
を
読
み
解

く
手
掛
か
り
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　　

中
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
だ
今
の
善
先
生
の
ご
提

言
は
、『
四
十
八
巻
伝
』
の
「
常
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
の
法
語

の
内
容
と
、『
醍
醐
本
』
に
ご
ざ
い
ま
す
悪
人
正
機
説
の
解
釈
の
仕

方
に
つ
い
て
、
特
に
こ
れ
ま
で
に
そ
の
よ
う
な
展
開
は
あ
ま
り
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
正
像
末
の
時
間
軸
の
中
で
善
人
、
悪
人

を
配
置
し
な
が
ら
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
関
係
を
紐
解
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
大
変
素
晴
ら
し
い
考
え
方

を
お
示
し
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
後
ほ
ど
、
こ
れ
ら
の
こ

と
に
つ
き
ま
し
て
も
、
フ
ロ
ア
の
先
生
方
か
ら
も
ご
意
見
を
頂
戴
で

き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

先
程
、
ご
紹
介
が
前
後
い
た
し
ま
し
て
、
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。

続
き
ま
し
て
、
法
式
教
師
会
の
ご
推
薦
で
京
都
教
区
大
圓
寺
ご
住
職

の
大
澤
亮
我
先
生
よ
り
ご
提
言
を
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

大
澤　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
法
式
の
立
場
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ほ
か
の
先
生
方
と
違
い
ま
し
て
、
教
学
的
な
立
場
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う
し
て
も
限
ら
れ
た
見
方
を

致
し
ま
す
。

　

我
々
が
「
法
然
上
人
行
状
絵
図
」
を
見
る
と
き
に
、
そ
の
絵
に
い

た
し
ま
し
て
も
、
あ
る
い
は
文
言
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
現
代
の
法
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式
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
見
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
様
な
立

場
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
番
初
め
に
は
、
臨
終
関
係
と
い
う
こ
と
で
、
資
料
を
数
種
挙
げ

ま
し
た
。
お
父
さ
ん
の
臨
終
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
明
石
の
武
者

定
明
の
臨
終
等
が
あ
り
、
全
部
、
阿
弥
陀
仏
と
善
知
識
と
往
生
と
い

う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
法
然
上
人
以
前
、
言
え
ば
、
法
然
上

人
の
生
ま
れ
ら
れ
た
と
き
頃
に
は
そ
う
い
う
臨
終
の
や
り
方
が
行
わ

れ
て
い
た
。
こ
れ
が
一
般
的
な
臨
終
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

伝
法
然
上
人
と
し
て
の
臨
終
行
儀
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を

実
際
、
さ
れ
て
お
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
別
の
話
と
し
ま
し
て
、
臨
終

に
関
わ
る
こ
と
、
法
然
上
人
が
そ
の
往
生
の
儀
式
に
関
わ
っ
て
の
お

話
を
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
掴
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
後
白
河
法
皇
の
臨
終
で
は
、
善
知
識
と
い
う
言
葉
と
、

「
御
往
生
の
儀
式
を
法
然
上
人
が
さ
だ
め
申
さ
る
」
と
い
う
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
下
に
は
「
御
佛
を
渡
し
た
て
ま
つ
ら
れ
、

十
三
日
云
々
」
と
い
う
こ
と
で
称
名
相
続
し
て
亡
く
な
ら
れ
た
と
書

か
れ
て
お
り
ま
す
。

　

絵
図
を
見
ま
す
と
御
佛
を
渡
し
た
て
ま
つ
ら
れ
と
い
う
の
に
、
仏

像
が
描
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
描
か
れ
て
い
な
い
の
に
、
来
迎
の
仏

様
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
来
迎
の
仏
様
の
は
る
か
頭
の
上

か
ら
、
そ
れ
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の
光
が
来
て
い
る
と
い
う
不
思
議
な
絵

図
で
あ
り
ま
す
。

　

後
白
河
法
皇
が
寝
て
お
ら
れ
て
、
そ
の
目
の
前
に
対
峙
す
る
形
で

阿
弥
陀
仏
の
仏
像
が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
雲
の
中
に
今
、
来
迎

仏
と
し
て
現
れ
た
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
を
端
坐
し
て
拝
む
と
い
う
姿

で
描
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
実
際
、
臨
終
の
と
き
の
来
迎
の
光
は
、

は
る
か
彼
方
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
絵
図
で
あ
り
ま
す
の
で
そ
れ
は

見
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

野
村
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
文
章

と
絵
の
問
題
の
あ
る
不
思
議
な
絵
図
だ
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
法
然
上
人
が
御
往
生
の
儀
式
を
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
の

か
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
少
し
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
資
料
の
２
番
、

３
番
で
す
と
、
光
明
遍
照
の
文
、
あ
る
い
は
此
界
一
人
念
佛
名
の
文

を
唱
え
ら
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
処
刑
の
と
こ
ろ
で
は
日
没
の
礼

讃
を
行
じ
て
、
そ
し
て
念
佛
を
唱
え
て
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
る
こ
と

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
に
臨
終
行
儀
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
文
章
は
見
え
ま
せ
ん
が
、

ほ
と
ん
ど
今
の
私
た
ち
の
勤
行
式
で
言
え
ば
、
摂
益
文
、
念
仏
一
会

と
い
う
形
の
も
の
が
来
迎
の
儀
式
と
し
て
、
往
生
の
儀
式
と
し
て
定
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ま
っ
て
い
た
と
理
解
す
る
の
が
一
番
妥
当
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
安
楽
の
処
刑
の
と
こ
ろ
で
若
干
興
味
深
い
と
思
い
ま
す
の
は
、

「
十
念
を
唱
え
ま
ち
て
き
る
べ
し
。」
と
唱
え
て
亡
く
な
っ
て
い
か
れ

た
と
い
う
と
こ
ろ
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
時
代
は

下
り
ま
す
が
、
楠
正
行
の
往
生
の
と
き
、
十
念
を
唱
え
て
亡
く
な
っ

て
い
く
と
い
う
表
現
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
処
刑
さ
れ
る
人
の
臨

終
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
出
て
ま
い

り
ま
す
。

　

ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
『
日
本
史
』
と
い
う
書
物
が
あ
っ
て
、
そ

こ
に
大
和
の
あ
る
女
性
が
、
知
恩
院
に
お
参
り
し
て
、
懺
悔
の
文
と

十
念
を
授
か
っ
て
、
鴨
川
で
斬
首
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て

お
り
ま
し
た
。
そ
の
様
に
十
念
を
唱
え
て
、
あ
る
い
は
十
念
を
授
け

ら
れ
て
死
ん
で
い
く
と
い
う
一
つ
の
儀
式
の
伝
統
が
そ
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
。
単
に
「
念
仏
を
唱
え
て
」
と
い
う
表
現
で
は
な
く
て
、
明

ら
か
に
十
念
に
限
っ
た
、
一
つ
の
臨
終
の
様
子
が
伺
え
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　

４
番
は
法
然
上
人
の
往
生
の
場
面
で
は
、
三
尺
の
彌
陀
像
を
ま
つ

ら
れ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
後
々
に
伝
わ
っ
て
い
く
も
の
と
通
じ

た
も
の
で
三
尺
の
阿
弥
陀
様
が
来
迎
の
姿
で
あ
る
と
こ
ろ
を
少
し
気

に
残
し
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
あ
と
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
五
色
の
糸
を
つ
け

て
、
と
り
ま
し
ま
せ
」
と
す
す
め
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
常
の
人
の

儀
式
で
あ
っ
て
、
私
の
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
儀
式
を

弟
子
た
ち
が
行
お
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
七
番
の
聖
光
房
の
と
こ

ろ
に
、
同
じ
よ
う
な
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
の
で
そ
れ
も
若
干
、

気
に
掛
け
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

五
色
の
糸
を
つ
け
る
こ
と
は
一
つ
の
臨
終
の
行
儀
と
し
て
、
当
時
、

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
勅
修
御
伝
の
当
時
と
し
て
は
、

そ
れ
が
当
然
の
儀
式
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
法
然
上
人
は
そ
れ
を
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
（
資
料
の
）
２
ペ
ー
ジ
の
中
段
ぐ
ら
い
に
は
、
上
人
が
慈
覚
大
師

の
九
条
の
袈
裟
を
か
け
ら
れ
て
、
光
明
遍
照
を
唱
え
て
、
念
佛
し
て

亡
く
な
っ
て
い
か
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
儀
式
は
、
少
し
あ
と
で
例

を
出
し
て
お
り
ま
す
が
、
や
は
り
圓
頓
戒
相
承
さ
れ
て
い
る
法
蓮
房

信
空
と
い
う
方
の
臨
終
の
床
に
も
九
条
の
袈
裟
を
か
け
て
の
往
生
が

記
述
さ
れ
ま
す
が
、
非
常
に
特
異
な
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
慈
覚
大
師
の
九
条
の
袈
裟
、
あ
る
い
は
九
条
の
袈
裟
、
あ
る

い
は
大
衣
と
い
う
袈
裟
を
か
け
て
、
念
仏
し
て
臨
終
を
迎
え
ら
れ
る

と
い
う
所
に
一
つ
の
意
図
を
感
じ
る
よ
う
な
表
現
で
あ
り
ま
す
。
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こ
れ
は
法
然
上
人
の
往
生
に
関
し
て
は
、「
臨
終
日
記
」
で
あ
ろ

う
と
「
醍
醐
本
」
で
あ
ろ
う
と
、
い
ろ
い
ろ
な
伝
記
に
、
そ
れ
ぞ
れ

描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
一
つ
の
こ
の
形
を
弟
子

た
ち
が
真
似
て
い
か
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
非
常
に
特
徴
的
だ
と
思
い
ま
す
。

　

白
川
の
法
蓮
房
信
空
も
九
条
袈
裟
を
か
け
て
い
る
。
法
然
上
人
の

遺
骨
を
胸
に
し
て
名
号
を
唱
え
な
が
ら
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
る
と
い

う
姿
、
あ
る
い
は
長
楽
寺
律
師
隆
寛
の
と
こ
ろ
で
は
、
五
色
の
糸
を

手
に
か
け
て
、
ち
ゃ
ん
と
臨
終
の
儀
式
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し

て
往
生
礼
讃
を
唱
え
て
、
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
る
こ
と
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　

次
の
弁
長
の
と
こ
ろ
で
は
「
二
十
九
日
七
条
の
袈
裟
を
着
し
、
頭

北
面
西
に
し
て
、
五
色
の
は
た
を
ひ
か
へ
平
生
の
発
願
に
ま
か
せ

て
」、「
光
明
遍
照
」
を
唱
え
て
念
仏
し
て
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
る
。

そ
の
臨
終
の
様
子
を
見
て
い
ま
す
と
、
ほ
か
の
方
々
の
臨
終
の
あ
り

様
と
異
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
他
に
念
仏
を
唱
え
る
者
が
い
る
。

あ
る
い
は
臨
終
に
袈
裟
を
か
け
て
い
る
事
等
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
法

然
上
人
の
臨
終
を
非
常
に
意
識
し
な
が
ら
の
表
現
を
弁
長
に
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
に
善
恵
房
証
空
の
と
こ
ろ
で
は
。
大
衣
を
着
し
、
大
衆

と
同
音
に
阿
弥
陀
経
を
読
誦
し
、
そ
の
後
に
念
仏
二
百
遍
ほ
ど
し
て

亡
く
な
っ
て
い
か
れ
る
。
余
行
臨
終
の
ま
ぎ
わ
ま
で
行
っ
て
い
る
所

は
少
し
意
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

９
番
の
法
性
寺
の
空
阿
弥
陀
仏
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
見
て
い

ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
法
然
上
人
作
と
伝
わ
る
臨
終
行
儀
に
示
さ
れ
て

い
る
も
の
を
行
い
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
る
姿
が
そ
こ
に
表
さ
れ
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
、
普
通
の
臨
終
の
あ
り
方
の
様
子
と
は
違
う
と
い

う
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

　

現
代
ま
で
伝
わ
る
い
ろ
い
ろ
な
臨
終
に
関
わ
る
法
然
上
人
の
お
言

葉
と
し
て
「
壱
百
四
拾
五
箇
条
問
答
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
五

色
の
糸
に
つ
い
て
は
ど
う
引
く
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
表
現
さ
れ
て

い
ま
す
。
あ
く
ま
で
参
考
ま
で
に
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
と
思
い

ま
す
が
、
五
色
の
糸
を
引
く
引
か
な
い
と
い
う
の
は
、
で
き
る
だ
け

引
い
た
ほ
う
が
い
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
法
然
上
人
御
自
身
の
場
合

は
引
か
れ
な
か
っ
た
。
ほ
か
の
方
々
は
、
引
く
思
い
も
持
っ
て
い
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ
れ
よ
り
も
、
要
は
念
仏
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

11
番
の
禅
勝
房
の
語
ら
れ
た
お
言
葉
と
し
て
、
臨
終
の
一
念
は
百

年
の
業
に
す
ぐ
れ
た
り
、
こ
れ
は
龍
樹
の
言
葉
で
す
が
、
そ
の
龍
樹

の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
そ
れ
が
ず
う
っ
と
伝
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
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と
平
生
の
念
仏
と
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
少
し

書
か
れ
て
い
ま
す
。「
上
人
の
給
は
く
、
具
三
心
者
必
生
彼
国
と
、

と
か
れ
た
れ
ば
、
三
心
具
足
の
念
仏
は
、
百
年
の
業
に
す
ぐ
れ
た
る

臨
終
の
一
念
と
同
じ
事
な
り
。」
同
じ
事
で
あ
る
と
、
非
常
に
面
白

い
表
現
だ
と
思
い
ま
す
。
平
生
を
非
常
に
大
事
に
さ
れ
る
法
然
上
人

と
し
て
、
臨
終
の
一
念
と
同
じ
事
な
り
と
い
う
表
現
は
、
ど
ち
ら
と

も
取
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
臨
終
も
非
常
に
大
事
で
あ
る
と
理
解
さ

れ
得
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
我
々
、
法
式
に
か
か
わ
る
者

と
し
て
は
、
確
か
に
平
生
も
大
事
だ
け
れ
ど
も
、
最
後
、
臨
終
の
一

念
と
い
う
も
の
に
思
い
を
込
め
て
唱
え
る
こ
と
も
大
事
に
す
る
、
こ

う
い
う
言
葉
か
ら
も
察
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
受
け
取

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

法
要
資
料
と
し
て
、
法
然
上
人
の
伝
記
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
く
と
、

別
時
念
仏
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
追
善
の

経
証
、
あ
る
い
は
中
陰
の
経
証
で
あ
っ
た
り
、
不
断
念
仏
で
あ
っ
た

り
、
別
時
念
仏
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
開
眼
か
供
養
か
の
問
題
も

あ
り
ま
す
、
次
に
仏
像
を
開
眼
す
る
の
に
、
念
仏
だ
け
で
よ
い
の
か

と
い
う
一
つ
の
例
証
に
な
る
も
の
が
十
三
巻
に
載
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
言
わ
れ
る
も
の
が
本
当
に
開
眼
か
と
言
わ
れ
る
と
、「
壱
百

四
拾
五
箇
条
問
答
」
で
言
い
ま
す
と
、
開
眼
と
供
養
と
は
別
の
事
な

り
と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
十
三
巻
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、
開
眼
と
は
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
七
分
全
得
の
事
も
で
て
ま
い
り
ま
す
。
追
善
の
経
証
の
所
で
、

追
善
す
る
事
は
自
分
が
念
仏
申
す
こ
と
全
て
が
、
人
の
供
養
の
た
め

に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
ご
自
分
の
功
徳
と
な
っ
て
い
く
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
文
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う

も
の
が
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
我
々
、
今
の
現
代
、
法
式
す
る
者

と
し
て
は
、
一
つ
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
く
も
の
と
い
う
思
い

が
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
故
実
資
料
と
し
て
見
ま
す
と
、
二
連
念
珠
の
阿
波
介
の
濫
觴

と
い
う
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
二
連
の
一
〇
八
顆
の
数
珠
を
右

と
左
手
に
持
っ
て
繰
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
現
在
、

我
々
が
使
っ
て
い
る
二
連
念
珠
と
は
意
味
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
押

さ
え
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
も
の
で
す
。

　

阿
号
の
濫
觴
。
阿
号
と
い
う
こ
と
は
、
重
源
上
人
の
伝
承
と
い
う

と
こ
ろ
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

我
々
の
阿
号
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

次
に
本
尊
論
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
の
臨
終
を
見

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
、「
同
日
の
巳
時
に
、
弟
子
等
三
尺
の

彌
陀
像
を
む
か
へ
た
て
ま
つ
り
て
、
病
床
の
み
ぎ
に
た
て
奉
り
て
」
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右
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
西
側
に
し
て
い
る
。
頭
は
北
側
と
い
う
こ

と
で
、
頭
北
面
西
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。　

そ
う
い
う
と

こ
ろ
に
三
尺
の
彌
陀
像
を
立
て
て
お
ら
れ
ま
す
。
法
然
上
人
の
供
養

の
た
め
に
、
後
に
源
智
上
人
が
立
て
ら
れ
る
の
も
三
尺
の
阿
弥
陀
立

像
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
三
尺
の
弥
陀
像
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
れ
は
必
ず
立
像
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
少
し
違

う
資
料
か
ら
引
き
ま
す
と
「
法
然
上
人
御
説
法
事
」
に
は
「
祇
園
精

舎
の
風
を
つ
た
え
て
、
三
尺
の
立
像
を
う
つ
し
た
」
と
い
う
こ
と
が

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
作
り
方
に
も
数
種
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
一
つ
に
は
説
法
講
堂
の
像
で
あ
る
。
あ
る
い
は
池
水
沐
浴
の
像

で
あ
る
。
あ
る
い
は
菩
提
樹
下
成
等
正
覚
の
像
で
あ
る
、
あ
る
い
は

光
明
遍
照
十
方
世
界
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
の
像
な
り
と
さ
れ
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
形
像
が
あ
る
け
れ
ど
も
、「
来
迎
引
接
の
形
像
は
、
な

ほ
そ
の
便
宜
を
え
た
る
な
り
。」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま

た
「
ふ
か
く
往
生
極
楽
の
こ
こ
ろ
ざ
し
あ
ら
ん
人
は
、
来
迎
引
接
の

形
像
を
つ
く
り
た
て
ま
つ
り
て
、
す
な
わ
ち
来
迎
引
接
の
誓
願
を
あ

お
ぐ
べ
き
も
の
な
り
。」
と
も
説
か
れ
る
。
我
々
が
ま
つ
る
べ
き
本

尊
は
、
基
本
的
に
は
来
迎
引
接
の
姿
を
取
っ
た
御
仏
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
受
け
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

次
に
頭
光
の
法
然
、
蓮
台
の
法
然
、
あ
る
い
は
法
然
上
人
像
が
描

か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
お
姿
は
全
部
、
蓮
台
に

法
然
上
人
が
乗
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
頭
に
光
背
を
い
た
だ
い

て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
て
、
現
在
の
我
々
が
仏
壇
あ
る
い
は
本
堂

に
ま
つ
る
法
然
上
人
の
像
の
あ
り
様
が
そ
こ
か
ら
伺
え
る
の
で
は
な

い
か
と
思
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

蓮
台
に
上
る
祖
師
は
、
法
然
上
人
ぐ
ら
い
で
あ
り
ま
す
。
他
宗
の

祖
師
の
方
々
は
蓮
台
に
は
乗
ら
な
い
。
椅
子
の
上
に
座
っ
て
お
ら
れ

た
り
す
る
。
で
も
法
然
上
人
は
、
蓮
台
に
乗
っ
て
お
ら
れ
る
特
異
な

姿
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
の
伝
承
と
し
て
は
法
然
上
人
の
奇

瑞
と
い
う
姿
が
、
後
に
形
像
と
し
て
表
さ
れ
、
仏
像
と
な
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
伝
法
資
料
と
し
て
と
い
う
こ
と
で
、
二
祖
対
面
、
直
授
相
承

と
し
て
、
よ
く
使
わ
れ
る
と
こ
ろ
絵
画
が
あ
り
ま
す
。
伝
法
で
使
わ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
二
祖
対
面
の
図
を
示
し
て
、
ず
っ
と
読

ん
で
い
か
れ
る
、
本
当
の
姿
は
こ
の
様
な
も
の
で
広
が
り
の
あ
る
こ

う
い
う
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
解
り
ま
す
。
右
側
に
、
非
常
に
写

り
が
悪
い
で
す
が
、
写
真
を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
。
善
導
大
師
が
現

れ
て
、
法
然
上
人
が
真
葛
ヶ
原
で
云
々
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
善
導
大
師
の
像
を
見
る
と
、
例
え
ば
現
代
残
る
善
導
大
師
の
像



─ 39 ─

で
言
え
ば
、
一
番
近
い
も
の
は
、
兵
庫
県
の
播
磨
の
光
明
山
に
あ
る

善
導
大
師
の
像
が
髭
も
じ
ゃ
の
姿
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど

こ
う
い
う
姿
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
法
然
上
人
が
見
て
夢
中
の
体

面
を
な
さ
れ
た
と
い
う
姿
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
絵
画
は
五
重
で
は
、
四
句
之
偈
と
の
関
係
が
入
っ
て
説
か
れ

て
ま
い
り
ま
す
、
頭
上
に
四
句
之
偈
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
い

う
も
の
が
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、「
勅
修
御
伝
」
絵
図
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
明
治
時
代
に
、
福
田
行
誡
上
人
が
『
伝
語
』
を
書
か
れ
た
と

き
に
、
連
署
し
て
お
ら
れ
る
方
々
の
証
明
と
と
も
に
、
そ
れ
は
も
う

や
め
よ
う
と
い
う
話
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
こ
の
事
は
現
代
は
伝

わ
り
ま
せ
ん
が
、
一
考
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
と
受
け
取
っ
て
い

ま
す
。

　

次
に
、「
口
伝
な
く
し
て
浄
土
の
法
門
を
見
る
。」
こ
れ
は
善
先
生

が
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
我
々
の
伝
法
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

　

次
に
、「
東
大
寺
の
三
部
経
講
説
」
に
関
わ
る
絵
図
で
す
、
曼
荼

羅
と
浄
土
五
祖
図
が
描
か
れ
て
い
る
姿
が
絵
に
載
っ
て
お
り
ま
し
た
。

他
の
伝
記
を
見
ま
す
と
、
曼
荼
羅
と
善
導
大
師
の
像
で
あ
っ
た
り
し

ま
す
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
善
導
、
あ
る
い
は
浄
土
五
祖
図
で
あ
る
。

こ
れ
を
ど
う
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
浄
土
宗

の
伝
法
の
中
で
は
、
ま
ず
念
仏
の
伝
承
と
い
う
も
の
が
『
選
択
集
』

で
は
、
慧
遠
流
、
慈
愍
流
、
道
綽
善
導
流
の
三
流
と
な
っ
て
い
る
。

　

道
綽
善
導
流
の
中
で
も
、
一
と
二
の
考
え
方
が
あ
る
。
そ
の
う
ち

の
二
を
基
本
的
に
使
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

後
に
な
り
ま
す
と
、
そ
の
浄
土
五
祖
か
ら
、
浄
土
八
祖
へ
と
い
う

こ
と
で
馬
鳴
菩
薩
、
竜
樹
菩
薩
、
天
親
、
流
支
三
蔵
、
曇
鸞
、
道
綽
、

善
導
、
法
然
と
い
う
流
れ
で
動
い
て
い
く
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
、
あ

る
い
は
明
治
の
頃
の
伝
法
で
は
、
必
ず
掲
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　

要
偈
道
場
の
と
き
に
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
伝
承
し
て
念
仏
が
伝
え

ら
れ
て
き
て
、
そ
し
て
私
の
こ
の
手
に
伝
わ
っ
て
、
皆
様
に
授
与
す

る
と
い
う
こ
と
を
絵
図
で
証
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
伝

承
と
い
う
意
味
で
大
事
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
次
の
こ
と

に
関
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　

次
の
法
服
資
料
で
は
絵
伝
に
描
か
れ
る
法
然
上
人
は
、
ほ
と
ん
ど

の
場
合
、
素
絹
と
五
条
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
襞
が
下
で
開
い

て
い
る
も
の
で
、
右
の
二
祖
対
面
の
絵
図
の
法
然
上
人
で
す
。
あ
る

い
は
、
我
々
の
檀
家
さ
ん
の
仏
壇
に
描
か
れ
て
い
る
法
然
上
人
の
絵

図
は
、
下
の
ほ
う
が
は
ね
た
形
で
、
襞
が
下
の
方
で
開
い
た
格
好
で

あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
そ
う
い
う
姿
で
描
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
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現
代
の
我
々
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
禅
宗
系
に
由
来
す
る
衣
を

着
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
少
し
考
え
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

浄
土
五
祖
が
伝
承
さ
れ
て
い
く
中
で
、
善
導
大
師
の
絵
図
も
伝
承

さ
れ
て
い
く
。
法
然
上
人
以
降
は
、
善
導
大
師
の
絵
図
は
あ
ち
ら
こ

ち
ら
に
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
し
、
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら
少
し
考
え
て
い
か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
「
檀
林
小
石
川
伝
通
院
志
」
に
は
、
江
戸
期
の
初
期
に
我
々
の
袈

裟
や
法
服
は
変
わ
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
次
に
あ
る
の
は

浄
土
真
宗
に
伝
わ
る
「
叢
林
集
」
に
載
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
西
山

派
と
浄
土
宗
鎮
西
派
と
は
、
禅
家
の
袈
裟
を
用
い
て
い
ま
す
。
鎮
西

派
で
は
白
蓮
社
宗
圓
、
聖
光
房
の
弟
子
で
あ
り
ま
す
。
天
福
元
年
と

言
わ
れ
ま
す
か
ら
、
法
然
上
人
が
亡
く
な
っ
て
す
ぐ
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
頃
に
、
宗
圓
が
に
入
宋
し
盧
山
に
行
か
れ
て
、
そ
こ
か
ら
袈
裟

と
法
服
を
招
来
し
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
先

程
の
良
照
義
山
が
語
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
し
て
記
載
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
西
山
派
で
は
、
証
空
上
人
の
弟
子
浄
音
が
改
め
た
と
さ
れ

ま
す
、
宗
圓
よ
り
も
少
し
下
り
ま
す
が
、
こ
の
勅
伝
が
書
か
れ
た
頃

の
人
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
「
五
祖
ノ
袈
裟
ニ
改
ム
、
五
祖
ハ
禅

衣
也
」、
浄
土
五
祖
図
を
基
に
禅
衣
に
改
め
た
と
い
う
こ
と
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
が
亡
く
な
っ
て
す
ぐ
か
ら
、
こ
の
勅
修
御
伝
が
著
さ
れ

た
時
代
に
、
既
に
浄
土
宗
の
中
で
は
、
西
山
派
に
し
て
も
鎮
西
派
に

し
て
も
、
一
部
は
禅
系
の
袈
裟
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
後
に
、
最
終
的
に
一
宗
と
し
て
変
わ
っ

た
の
は
、
江
戸
の
初
期
と
い
う
こ
と
に
な
り
「
壇
林
小
石
川
伝
通
院

志
」
に
あ
る
記
述
と
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

白
蓮
社
宗
圓
の
資
料
を
見
て
い
た
だ
く
と
、「
浄
土
鎮
流
祖
伝
」

か
ら
引
か
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
盧
山
衣
を
持
っ
て
帰
っ
て
き

た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
は
、
な
ぜ
善
導
大
師
の
絵
図
を
ま
つ
る
の
か
と
い
う
と

こ
ろ
を
「
逆
修
説
法
」
を
見
る
と
、
一
つ
は
報
恩
の
た
め
、
二
つ
に

は
そ
の
絵
図
を
見
な
が
ら
、
こ
の
方
と
私
と
が
等
し
い
よ
う
に
自
分

が
な
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

要
す
る
に
一
歩
で
も
そ
の
人
に
近
付
け
る
よ
う
に
、
そ
の
絵
図
を

ま
つ
ろ
う
と
い
う
の
が
法
然
上
人
の
考
え
方
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、

そ
れ
を
受
け
継
い
だ
後
の
人
々
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
浄
土
宗
が
早
く
か
ら
禅
宗
系
の
衣
を
用
い
た
の

は
、
法
然
上
人
が
善
導
大
師
に
対
す
る
「
偏
依
善
道
一
師
」
と
言
わ

れ
た
気
持
ち
を
、
後
の
人
々
が
な
る
べ
く
そ
れ
に
近
づ
け
よ
う
と
し
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た
と
い
う
の
は
、
よ
く
わ
か
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
報
恩
の
た
め
、
あ
る
い
は
そ
の
人
に
近
付
く
た
め
と

い
う
法
然
上
人
の
書
か
れ
た
御
法
語
に
基
づ
い
て
考
え
る
と
、
我
々

も
そ
う
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
少
し
気
に
な
る
の
が
、
資
料
の
６
ペ
ー
ジ
に
あ
る
法
然
上

人
像
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
瓜
連
の
常
福
寺
に
あ
り
ま
す
鎌
倉
後
期

に
描
か
れ
た
像
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
禅
宗
系
の
袈
裟
の

七
条
で
あ
り
ま
す
。
左
胸
の
と
こ
ろ
に
鐶
が
あ
り
、
鉤
で
掛
け
て
い

る
形
で
、
明
ら
か
に
禅
宗
系
の
形
の
も
の
。
そ
れ
か
ら
以
降
、
非
常

に
多
く
な
る
形
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
、
有
名
な
方
々
の
絵
図
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
同

じ
よ
う
な
姿
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
法
然
上
人

の
絵
像
を
浄
土
五
祖
図
に
近
付
け
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ

り
ま
し
ょ
う
。
元
の
そ
う
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
我
々
が
禅
衣
、

禅
宗
の
衣
と
い
う
思
い
よ
り
も
、
盧
山
か
ら
代
々
伝
わ
っ
て
い
く
浄

土
五
祖
図
に
基
づ
い
た
伝
承
の
中
で
、
浄
土
の
念
仏
を
受
け
取
ろ
う
、

衣
服
を
受
け
継
い
で
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
変
え
ら
れ

て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
単
に
禅
宗
か
ら
の
影
響

と
理
解
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
も
の
を
見
な
が
ら

考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

若
干
時
間
を
オ
ー
バ
ー
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
辺
で
終
わ
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　　

中
野　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
だ
今
の
大
澤
亮

我
先
生
の
ご
提
言
は
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
の
資
料
の
中
の
浄

土
宗
の
法
式
に
関
わ
る
記
述
を
拾
い
な
が
ら
、
解
釈
を
し
て
い
た
だ

い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
変
多
く
の
法
式
に
関
わ
る
貴
重
な
資

料
が
提
示
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま
た
、
大
変
貴
重

な
ご
発
表
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
最
後
に
埼
玉
教
区
蓮
馨
寺
ご
住
職
、
大
正
大
学
講
師
の
粂

原
恒
久
先
生
、
浄
土
宗
布
教
師
会
の
ご
推
薦
で
『
法
然
上
人
行
状
絵

図
』
に
見
る
宗
義
顕
彰
と
い
う
テ
ー
マ
で
ご
提
言
を
戴
き
ま
す
。
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　　

粂
原　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
立
場
は
大
学
の
教
師
で
あ
り
ま
す
が
、

布
教
師
会
の
事
務
局
を
数
年
、
柴
田
哲
彦
先
生
の
指
導
の
も
と
に
や

っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
推
薦
を
受
け
ま
し
て
、
布
教
と
い
う
立
場

か
ら
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
以
下
『
四
十
八
巻
伝
』。『
勅
伝
』）
は
、
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成
立
を
め
ぐ
り
諸
説
が
あ
り
ま
す
。
勅
修
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
と

い
う
論
議
も
、
き
ょ
う
の
諸
先
生
方
の
ご
見
解
の
中
に
も
語
ら
れ
て

い
た
と
思
い
ま
す
。
諸
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
本
伝

こ
そ
、
浄
土
宗
に
お
け
る
お
説
教
の
原
典
・
宝
庫
で
あ
る
と
、
教
師

の
立
場
か
ら
は
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

因
み
に
、
江
戸
期
の
学
者
で
あ
り
ま
す
忍
澂
は
『
勅
修
吉
水
円
光

大
師
御
伝
略
目
録
』
を
作
り
、
全
四
十
八
巻
の
内
容
を
大
別
し
て
、

第
十
八
巻
以
下
三
十
巻
ま
で
の
13
巻
が
正
し
く
浄
土
の
教
義
を
示
す

巻
で
あ
る
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
浄
土
宗
の
宗
義
が
、

『
選
択
集
』
を
初
め
と
し
て
示
さ
れ
、
種
々
の
法
語
、
消
息
、
講
義
、

和
歌
な
ど
が
こ
れ
に
和
し
、
上
人
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と

解
説
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
初
め
の
巻
十
八
に
は
、
作
者
と
さ
れ
る

舜
昌
上
人
が
、『
選
択
集
』
を
あ
げ
て
、「
本
書
こ
そ
蓋
し
念
仏
往
生

の
亀
鏡
た
り
、
其
簡
要
少
々
し
る
し
待
る
べ
し
」
と
し
て
位
置
づ
け
、

鑚
仰
し
て
い
ま
す
。
つ
づ
い
て
第
一
章
・
聖
浄
二
門
篇
を
抜
粋
挿
入

し
、
続
い
て
第
三
章
・
念
仏
往
生
本
願
篇
を
抜
粋
掲
載
し
て
語
り
と

し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
「
弥
陀
如
来
余
行
を
以
て
往
生
の
本
願
と
せ

ず
。
唯
念
仏
を
以
て
、
往
生
の
本
願
と
す
る
文
」
と
云
っ
て
、『
無

量
寿
経
』
の
本
願
文
以
下
を
引
い
て
い
ま
す
。
続
い
て
私
釈
の
要
文

を
あ
げ
ま
し
て
、
第
十
八
念
仏
往
生
願
の
成
就
を
強
調
し
て
勝
劣
難

易
の
義
を
明
示
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
阿
波
介
（
十
九
巻
）、
天
野
四
郎
（
二
十
巻
）、
甘
糟
忠
綱

（
二
十
六
巻
）、
宇
都
宮
頼
綱
、
熊
谷
直
実
（
二
十
七
巻
）、
津
戸
為

守
（
二
十
八
巻
）
な
ど
の
教
化
を
説
き
、
更
に
は
俊
乗
房
重
源
の
東

大
寺
大
仏
殿
の
再
建
に
つ
い
て
の
記
述
を
も
載
せ
て
い
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
宗
義
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
往
生
を
遂
げ
た
、
あ
る
い
は
信

仰
を
持
っ
た
方
々
の
例
を
細
か
く
載
せ
て
い
る
の
も
こ
の
範
囲
の
諸

巻
で
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
四
十
八
巻
伝
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
法
然
上

人
の
み
教
え
は
、
後
に
要
義
が
抜
粋
さ
れ
発
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。
中

で
も
『
元
祖
大
師
御
法
語
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
正
五
年
（
１

９
１
６
年
）
に
知
恩
院
が
発
行
し
た
も
の
で
、「
本
書
は
曠
古
の
大

典
と
勅
額
下
賜
を
記
念
せ
ん
た
め
、
一
つ
に
は
は
布
教
師
教
材
資
料
、

二
つ
に
は
は
在
家
用
日
常
祖
徳
鑚
仰
の
目
的
に
て
編
輯
せ
し
も
の
」

と
示
さ
れ
て
お
り
、
一
般
向
け
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
当
時
、
宗
祖
の
徳
と
教
導
の
き
ず
な
を
現
代
に
蘇
ら

せ
た
も
の
と
し
て
、
内
外
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
と
な
り
ま
し

た
。

　
『
勅
伝
』
は
、「
宗
祖
法
然
上
人
と
そ
の
教
説
」
と
で
も
称
す
べ
き

一
代
教
義
書
で
あ
る
、
と
忍
澂
も
断
じ
て
い
る
如
く
。
布
教
と
い
う
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立
場
か
ら
見
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
局
面
、
対
機
へ
の
総
合
説
法
集
と
言

う
べ
き
内
容
を
具
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
ま
す
。

　

又
、
本
伝
は
絵
画
と
い
う
、
目
に
訴
え
る
と
い
う
凡
夫
救
済
の
最

良
の
手
段
を
併
う
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
現
代
の
こ
と
で
あ
り
ま
す

の
で
、
デ
ジ
タ
ル
画
面
等
を
通
じ
て
、
多
く
の
方
々
に
よ
り
親
し
ん

で
も
ら
う
こ
と
こ
そ
、
私
、
個
人
的
に
は
大
い
に
意
味
の
あ
る
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

又
、
本
伝
は
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
に
所
蔵
権
が
存
す
る
事
を
も

っ
て
、
現
今
ま
で
ま
ぎ
れ
も
な
く
宗
脈
、
法
脈
の
淵
源
が
東
山
の
地

に
あ
る
事
を
確
認
せ
し
め
る
、
大
き
な
力
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
歴
史
的
に
も
は
っ
き
り
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

本
伝
の
成
立
の
意
義
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
伝
、
遺
法
語
あ
る
い
は
、

宗
典
『
選
択
集
』
等
の
要
文
を
ま
と
め
て
、
宗
祖
入
寂
後
の
浄
土
宗

義
を
集
大
成
し
、
後
代
へ
継
承
累
進
せ
し
め
る
と
い
う
大
任
を
帯
び

た
も
の
で
あ
っ
た
と
、
私
は
判
断
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
浄
土
宗
義
と
は
、
指
方
立
相
（
西
に
命
の
往
き
つ
く
方

向
を
設
定
し
、
有
相
の
浄
土
を
立
て
る
）
を
基
本
構
造
と
し
て
有
相

但
着
（
目
に
見
え
る
有
相
の
浄
土
に
こ
そ
、
執
着
欣
求
し
得
る
）
の

凡
夫
救
済
を
期
す
る
教
え
で
あ
り
ま
す
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、

本
伝
は
無
上
の
契
機
を
提
供
す
る
も
の
と
言
え
ま
す
。
眼
識
に
訴
え

る
絵
画
に
よ
る
宗
祖
の
人
格
的
顕
彰
こ
そ
、
右
の
如
き
立
場
を
鮮
明

に
伝
え
て
い
る
も
の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

か
く
な
る
流
浪
の
人
々
を
救
う
為
に
こ
そ
、
目
に
見
え
る
絵
画
を

通
じ
て
、
宗
祖
の
世
界
に
人
々
を
誘
引
し
、
詞
書
き
を
も
っ
て
、
み

教
え
を
伝
示
受
容
せ
し
め
る
と
い
う
手
法
が
無
上
の
効
果
を
あ
ら
わ

す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
に

お
い
て
も
『
四
十
八
巻
伝
』
は
、
法
然
滅
後
百
年
以
降
の
布
教
の
根

幹
を
握
る
も
の
と
し
て
、
製
作
さ
れ
た
意
味
は
非
常
に
大
き
い
も
の

が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
右
の
如
き
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
本
伝

が
現
代
の
社
会
に
何
ら
か
の
形
で
よ
み
が
え
り
、
衆
生
救
済
の
本

旨
が
江
湖
に
再
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
祈
念
す
る
次
第
で
あ
り

ま
す
。

　

次
の
資
料
は
『
浄
土
宗
聖
典
』（
私
も
編
集
の
委
員
で
し
た
）
第

六
巻
に
あ
る
本
伝
の
目
次
で
す
。

　

こ
の
中
で
面
白
い
の
は
、
第
二
巻
、
上
人
の
出
家
を
語
る
章
に
、

武
者
定
明
、
つ
ま
り
時
国
に
夜
襲
を
か
け
た
者
が
晩
年
に
ど
う
な
っ

た
か
と
い
う
こ
と
を
語
る
記
事
で
あ
り
ま
す
。
襲
っ
た
武
者
定
明
は

一
時
行
方
不
明
と
な
る
が
、
後
に
は
隠
居
の
身
と
な
り
、
最
後
に
は

罪
を
悔
い
念
仏
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
結
び
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
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法
然
上
人
の
父
を
襲
っ
た
記
事
の
み
が
知
ら
れ
る
定
明
で
す
が
、
晩

年
に
は
法
然
の
教
え
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
、

布
教
上
も
大
変
価
値
あ
る
記
事
で
あ
り
ま
す
。

　

因
み
に
、
今
般
私
の
立
場
は
、「
布
教
」
で
あ
り
ま
す
の
で
、
時

間
内
で
、
布
教
に
関
し
て
参
考
資
料
と
な
る
巻
や
文
段
を
中
心
に
、

講
述
さ
せ
て
頂
き
ま
す
こ
と
を
、
お
許
し
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

第
六
巻
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
立
教
開
宗
の
文
の
提
示
で
あ
り
、

本
宗
の
立
宗
理
念
を
総
括
し
て
お
り
、
ま
ず
お
さ
え
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

第
十
八
巻
か
ら
三
十
巻
ま
で
は
、
諸
学
者
が
認
定
す
る
と
こ
ろ
の
、

浄
土
の
教
義
が
書
か
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
部
分
で
あ
り
ま
す
。
最

初
に
宗
義
顕
彰
と
し
て
、
部
分
的
に
は
『
往
生
大
要
抄
』
等
々
か
ら

の
引
用
も
あ
り
ま
す
が
、
主
と
し
て
『
選
択
集
』
が
引
用
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
つ
づ
く
、
第
十
九
巻
は
、
諸
人
帰
依
と
言
い
ま
し
て
、
聖

如
房
の
話
。
二
十
巻
、
常
念
仏
の
話
。
二
十
一
巻
は
聖
浄
二
門
。
二

十
二
巻
は
三
心
の
こ
と
。
二
十
三
巻
は
本
願
に
つ
い
て
。
二
十
四
巻

は
阿
弥
陀
経
。
二
十
五
巻
は
阿
弥
陀
仏
。
二
十
六
巻
は
本
願
の
不
思

議
。
二
十
七
巻
は
上
品
往
生
。
二
十
八
巻
は
還
来
度
生
。
二
十
九
巻

は
上
尽
一
形
。
三
十
巻
は
東
大
寺
造
営
と
和
歌
、
念
仏
の
用
心
等
も

書
か
れ
て
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
、
所
求
所
帰
去
行
に
わ
た
る
説
教
の
基
幹
と
言
い
ま
す
か
、

資
料
が
、
十
八
か
ら
三
十
巻
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
お
知
ら
せ
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
伝
記
の
専
門
家
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
表
示
さ

れ
た
文
を
布
教
に
ど
う
生
か
せ
る
か
と
い
う
部
分
で
登
壇
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
一
応
、
三
田
全
信
先
生
の
『
法
然
上

人
傳
伝
の
研
究
』
に
あ
る
、
法
然
上
人
に
関
す
る
諸
伝
の
成
立
年
代

順
の
表
を
資
料
と
し
て
提
示
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

本
伝
は
そ
れ
ま
で
に
成
立
し
た
絵
伝
記
、
ま
た
御
法
語
の
集
大
成

で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

次
の
資
料
は
、
ど
う
い
う
特
異
な
記
事
が
、『
四
十
八
巻
伝
』
独

特
な
も
の
と
し
て
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
初
出

3

3

し
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
目
次
に
あ
る
全
巻
の
中
よ
り
、
特
に
全

50
番
に
わ
た
り
ま
し
て
、
抽
出
提
示
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
ご
一
読

く
だ
さ
い
。

　

そ
の
中
に
は
１
番
、
前
掲
の
定
明
の
晩
年
の
記
事
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
特
徴
的
な
の
は
、
３
番
『
十
住
心
論
』
に
つ
い
て
弘
法
大
師
と

夢
中
問
答
の
事
で
あ
り
ま
す
。『
十
住
心
論
』
に
つ
い
て
、
そ
の
立

場
と
か
結
論
に
対
し
て
、
浄
土
宗
学
的
に
法
然
上
人
が
し
っ
か
り
と

反
論
を
加
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
部
分
は
、
我
々
教
理
を
や
っ
て
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い
た
者
に
は
非
常
に
興
味
を
覚
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

７
番
は
、
巻
九
の
一
節
、
後
白
河
法
皇
が
如
法
経
（
写
経
会
）
に

上
人
を
先
達
と
し
て
招
請
し
た
と
い
う
記
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
法
然

上
人
は
、
円
仁
、
良
忍
、
叡
空
、
源
空
と
い
う
如
法
経
の
作
法
の
正

統
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
各
寺
院
で
の
写
経
会
推
進
の
意
義
づ

け
と
な
る
一
段
で
あ
り
、
布
教
に
大
い
に
役
立
つ
記
述
と
し
て
注
目

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

26
番
は
、
や
は
り
『
四
十
八
巻
伝
』
に
初
め
て
出
て
く
る
記
述
で

あ
り
ま
す
。
聖
如
房
の
臨
終
に
遣
わ
さ
れ
た
消
息
の
事
で
、
こ
れ
も

一
読
し
た
い
教
示
で
あ
り
ま
す
。
36
番
は
、
鎌
倉
二
位
禅
尼
へ
進
ず

る
念
仏
用
心
の
消
息
の
事
。
こ
れ
も
初
出
で
あ
り
ま
す
。
鎌
倉
二
位

の
禅
尼
、
北
条
政
子
で
す
。
法
然
上
人
の
化
益
の
伸
長
、
そ
の
領
域

の
広
さ
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
弘
ま
っ
た
と
い
う
大
き
な
功
績
を
裏
付

け
る
記
事
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
北
条
政
子
は
69
歳

で
亡
く
な
り
ま
す
が
、
念
仏
の
用
心
を
法
然
上
人
か
ら
消
息
に
て
受

け
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

40
番
、
聖
覚
を
執
筆
と
し
て
上
人
所
懐
を
述
べ
ら
れ
た
消
息
の
事
。

こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
登
山
状
」
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
聖
覚

を
執
筆
者
と
し
て
上
人
の
浄
土
開
宗
の
所
懐
を
記
し
た
も
の
で
す
。

聖
覚
は
、
天
台
の
僧
で
あ
り
、
山
の
僧
と
し
て
有
力
か
つ
法
然
の
門

下
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
聖
覚
に
書
写
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、

浄
土
宗
の
主
張
を
広
く
明
か
し
、
念
仏
門
の
独
立
す
べ
き
理
由
を
弘

通
せ
し
め
、
山
門
の
諸
々
の
勢
力
を
納
得
さ
せ
、
法
然
上
人
の
立
場

を
明
ら
か
に
す
る
上
で
ま
た
と
な
い
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　
「
登
山
状
」
は
『
四
十
八
巻
伝
』
全
巻
の
格
調
の
高
さ
を
正
に
名

文
で
表
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
一
部
を
示
し
ま
す
。

　
「
そ
れ
流
浪
三
界
の
内
、
何
れ
の
界
に
赴
き
て
か
釈
尊
の
出
世
に
遭

わ
ざ
り
し
。
輪
廻
四
生
の
間
に
、
何
れ
の
生
を
受
け
て
か
如
来
の
説

法
を
聞
か
ざ
り
し
。『
華
厳
』
開
講
の
筵
に
も
交
わ
ら
ず
、『
般
若
』

演
説
の
座
に
も
連
な
ら
ず
。
鷲
峯
説
法
の
庭
に
も
臨
ま
ず
、
鶴
林
涅

槃
の
石み
ぎ
り切
に
も
到
ら
ず
、
我
、
舎
衛
の
三
億
の
家
に
や
宿
り
け
む
。

知
ら
ず
地
獄
八
熱
の
底
に
や
住
み
け
む
。
恥
ず
べ
し
恥
ず
べ
し
。
悲

し
む
べ
し
悲
し
む
べ
し
。
正
に
今
、
多
生
曠
劫
を
経
て
も
、
生
ま
れ

難
き
人
界
に
生
ま
れ
て
、
無
量
劫
を
送
り
て
も
遭
い
難
き
仏
教
に
遭

え
り
。
…
…
」

　

こ
れ
は
大
変
な
名
文
で
、
法
然
上
人
の
開
宗
に
到
る
自
己
認
識
の

心
底
が
活
写
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
釈
迦
の
出
生
し
た
正
法
の

時
代
に
も
自
分
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
如
来
の
説
法
も
直
接
聞
い
て

は
い
な
い
。『
華
厳
経
』
を
開
示
し
た
と
き
に
も
連
な
る
こ
と
が
で
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き
な
か
っ
た
。『
般
若
経
』
演
説
の
座
に
も
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
眼
前
で
霊
鷲
山
の
説
法
を
聞
く
こ
と
に
も
縁
が
な
か
っ
た
。

釈
尊
が
娑
羅
双
樹
の
下
、
入
涅
槃
の
と
き
に
も
、
私
は
そ
こ
に
い
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
、
歴
年
の
機
が
熟
し
て
か
ろ
う

じ
て
仏
の
教
え
に
浴
す
る
事
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
悲
哀
と
感
激
の
情
の
吐
露
で
あ
り
、
浄
土
宗
開
宗
に
到
る

心
の
淵
源
を
示
す
文
章
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

続
い
て
資
料
の
４
に
う
つ
り
ま
す
。
先
程
も
触
れ
ま
し
た
が
宗
義

を
開
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
本
伝
第
十
八
巻
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に

は
『
選
択
集
』
第
一
章
段
冒
頭
の
文
が
そ
の
ま
ま
載
っ
て
お
り
ま
す
。

　
「「
道
綽
禅
師
、
聖
道
・
浄
土
の
二
門
を
立
て
て
、
聖
道
門
を
捨
て

て
、
浄
土
に
帰
す
る
文
」、
問
い
て
云
く
、
一
切
衆
生
皆
仏
性
有
り
。

遠
劫
よ
り
こ
の
方
、
多
く
の
仏
に
遭
う
べ
し
。
何
に
よ
り
て
か
、
今

に
至
る
ま
で
、
な
お
自
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
、
火
宅
を
出
ざ
る
や
と
。

答
え
て
云
く
、
二
種
の
勝
法
を
得
て
、
生
死
を
排
わ
ざ
る
に
よ
り
て
、

こ
こ
を
も
ち
て
火
宅
を
出
で
ず
。」
続
い
て
「
何
も
の
を
か
二
と
す

る
。
一
に
は
謂
く
聖
道
、
二
に
は
謂
く
浄
土
な
り
。
そ
の
聖
道
の
一

種
は
、
今
の
時
に
証
し
難
し
。
一
に
は
、
大
聖
を
去
る
こ
と
遥
遠
な

る
に
よ
る
。
二
に
は
、
理
深
く
解
微
な
る
に
よ
る
。
こ
の
故
に
『
大

集
月
蔵
経
』
に
云
く
、「
我
が
末
法
の
時
の
中
の
億
々
の
衆
生
、
行

を
起
こ
し
道
を
修
す
る
に
、
い
ま
だ
一
人
と
し
て
得
る
も
の
有
ら
じ
。

当
今
は
末
法
、
こ
れ
五
濁
悪
世
な
り
。
た
だ
浄
土
の
一
門
の
み
有
り

て
、
通
入
す
べ
き
道
な
り
。
こ
の
故
に
『
大
経
』
に
云
く
、
も
し
衆

生
有
り
て
、
た
と
い
一
生
悪
を
作
る
と
も
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
、

十
念
相
続
し
て
我
が
名
字
を
称
せ
む
に
、
も
し
生
ぜ
ず
ん
ば
正
覚
を

取
ら
じ
」

　

以
上
は
道
綽
の
『
安
楽
集
』
の
援
引
に
よ
る
法
然
上
人
自
説
の
開

示
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
二

種
の
勝
法
と
伝
う
表
現
で
す
。
つ
ま
り
、
聖
道
門
を
も
勝
法
と
し
、

否
定
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
聖
道
門
と
い
う
浄

土
宗
以
外
の
教
え
を
も
、
法
然
上
人
は
、
存
在
と
し
て
は
認
め
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
大
原
談
義
」
等
で
の
法
然
上
人
の
見

解
を
見
て
も
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
今
時
は
末
法
で

あ
り
、
機
根
が
劣
っ
て
い
る
凡
夫
で
あ
る
我
々
に
相
応
す
る
法
門

は
何
か
と
見
た
と
き
に
、
聖
道
門
は
し
ば
ら
く
擱さ
し
おか
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
見
解
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
法
然
上
人
は
、
自
ら
を
凡

夫
で
あ
る
と
す
る
機
根
観
に
立
っ
た
上
で
、
こ
の
凡
夫
に
相
応
す

る
修
相
は
称
名
の
念
仏
た
だ
一
つ
で
あ
っ
た
。
と
い
う
論
理
で
あ

り
ま
す
。

　

つ
づ
く
『
大
経
』
に
云
々
以
下
の
本
願
文
は
大
変
重
要
だ
と
思
い
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ま
す
。『
無
量
寿
経
』（
つ
ま
り
『
大
経
』）
に
こ
う
い
う
文
章
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
原
文
に
は
た
だ
「
十
念
」
と
出
て
き
ま
す
が
、
そ
れ

を
道
綽
は
「
十
念
相
続
し
て
我
が
名
字
を
称
せ
む
」
と
い
い
、
十
念

は
十
声
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
に
換
え
て
い
ま
す
。
実
は
『
観
経
』

の
下
品
下
生
の
往
生
を
説
く
と
こ
ろ
の
文
章
と
、『
無
量
寿
経
』
の

第
十
八
願
文
と
を
合
釈
い
た
し
ま
し
て
、
道
綽
は
こ
の
文
章
を
創
作

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

善
導
大
師
が
、
十
声
一
声
、
念
声
是
一
だ
と
初
め
て
示
さ
れ
た
、

と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
道
綽
が
明
確
に
こ
の
言
葉
を
出
し
て
い
る

こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
道
綽
は
、
こ
こ
で

は
書
い
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
理
観
と
い
う
深
い
空
を
悟
る
た
め
の

念
仏
（
高
い
価
値
が
あ
る
行
と
さ
れ
て
い
た
）
に
対
し
、
称
名
の
念

仏
も
同
じ
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、『
安
楽
集
』
の
中
で
明
確

に
宣
言
し
て
い
る
こ
と
も
併
せ
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

と
に
か
く
宗
義
顕
彰
と
い
う
こ
の
第
十
八
巻
は
大
変
重
要
な
意
味

を
も
つ
も
の
と
言
え
ま
し
ょ
う

　

こ
れ
に
続
く
文
章
は
、『
和
語
灯
録
』
か
ら
の
『
往
生
大
要
抄
』

の
引
用
に
よ
る
三
心
の
説
明
で
あ
り
ま
す
。
至
誠
心
・
深
心
の
説
明

で
す
。
し
か
る
に
、
続
い
て
あ
る
べ
き
回
向
発
願
心
の
説
明
が
こ
こ

に
は
欠
け
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、『
往
生
大
要
抄
』
の
下
巻
の
引
用

が
抜
け
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
何
故
欠
け
た
の
か
に
つ
い
て
、

『
和
語
灯
録
』
の
中
で
、
編
者
の
道
光
が
『
往
生
大
要
抄
』
を
引
用

す
る
に
当
た
っ
て
そ
の
下
巻
が
見
つ
か
ら
ず
、
入
れ
る
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
。
と
そ
の
理
由
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

『
行
状
絵
図
』
は
、
そ
の
ま
ま
『
和
語
灯
録
』
を
原
文
に
忠
実
に
引

用
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
も
っ
て
し
て
も
、
舜
昌
上

人
は
非
常
に
真
摯
な
立
場
に
立
っ
て
『
四
十
八
巻
伝
』
を
製
作
し
た

と
い
う
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
資
料
５
、
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
四
十
八
巻
伝
』
に
は
、

第
二
十
一
巻
に
御
法
語
三
十
三
箇
條
と
言
い
ま
し
て
、
念
仏
に
関
す

る
用
心
や
細
か
い
説
示
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
提
示
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
の
で
、
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
有
り
難
い
と
思
い
ま
す
。

　
『
選
択
集
』
の
よ
う
な
教
義
書
と
い
う
格
調
の
枠
を
越
え
な
い
も

の
か
ら
、
人
肌
に
そ
れ
を
降
下
せ
し
め
て
、
布
教
と
い
う
こ
と
に
非

常
に
眼
目
を
置
い
た
新
た
な
解
釈
文
な
ど
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
ご

着
目
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
三
十
三
箇
條
の
内
、
一
、
七
、
八
、
九
、
二
十
、
二
十
一
、

二
十
二
、
二
十
八
、
三
十
、
三
十
一
の
各
條
は
、『
和
語
灯
録
』
等

か
ら
の
引
用
で
は
な
く
て
、『
四
十
八
巻
伝
』
に
初
め
て
出
て
く
る

文
章
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
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そ
の
文
章
に
当
た
り
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
明
日
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
の
続
き
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
で
触
れ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

本
伝
は
法
然
上
人
滅
後
百
年
く
ら
い
に
成
立
さ
れ
た
と
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
そ
の
文
面
を
見
る
時
、
私
は
、
ま
さ
に
浄
土
宗
の
正
統
な

流
れ
が
こ
こ
に
新
た
に
体
系
を
得
て
陣
容
を
立
て
直
し
、
後
世
に
受

け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
期
す
べ
く
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
、
痛
切
に
感
じ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
現
代
で
の
再

活
用
を
も
期
待
し
つ
つ
高
く
評
価
す
べ
き
も
の
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
明
日
、
続
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　　

中
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
粂
原
先
生
の
ご
提
言
は
、

『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
の
中
の
宗
義
顕
彰
と
い
う
こ
と
で
、
布
教

師
会
の
ご
推
薦
と
い
う
こ
と
で
、『
四
十
八
巻
伝
』
の
中
に
所
求
・

所
帰
・
去
行
と
い
う
教
義
に
関
わ
る
重
要
な
題
材
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
お
示
し
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

本
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
20
分
ず
つ
の
持
ち
時
間
と
い
う
こ
と
で
ご
提

言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
少
し
時
間
を
超
え
て
し
ま
っ
て
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
ご
ざ
い
ま
す
。
き
ょ
う
は
、
特
別

な
打
ち
合
わ
せ
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
偶
然
、
今
、

四
方
の
お
話
を
承
っ
て
お
り
ま
す
と
、
皆
、『
四
十
八
巻
伝
』
を
題

材
と
し
て
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
て
、
ご
提
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
変
わ
か
り
や
す
い
と
言
い
ま
す
か
、
興
味
の
あ
る
思
い
で
お
聞
き

い
た
だ
け
た
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場
か
ら
、
か
な

り
刺
激
的
な
題
材
の
提
供
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
次
第

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、
お
帰
り
の
節
に
、
質
問
票
に
お
書
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、

そ
の
ご
質
問
を
承
り
な
が
ら
、
明
日
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
か
ら
補

足
説
明
や
ご
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
全
体
の
法
然
上
人
伝
に
つ

い
て
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
御
遠
忌
に
当
た
っ

て
の
記
念
と
で
き
た
ら
な
と
思
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

時
間
を
超
え
て
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
第
１
日
目
を
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　　

安
達　

お
疲
れ
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

先
生
方
の
御
発
表
に
関
し
ま
し
て
、
ご
質
問
や
コ
メ
ン
ト
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
お
手
元
の
質
問
票
に
記
入
い
た
だ
き
、
出
口
で
係
の

者
が
持
っ
て
い
る
箱
に
入
れ
て
い
た
だ
い
た
ら
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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奮
っ
て
ご
質
問
い
た
だ
け
ま
す
と
あ
り
が
た
く
存
じ
ま
す
。	

（
了
）
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
第
2
日
）

	

「
法
然
上
人
伝
に
つ
い
て
」

　

進
行
（
安
達
）　

長
ら
く
お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
。
た
だ
い
ま

よ
り
、「
法
然
上
人
伝
に
つ
い
て
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
２
日
目
を

開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

昨
日
は
、
各
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
研
究
の
発

表
、
ご
意
見
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
昨
日

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
終
了
後
、
質
問
票
を
回
収
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
の
で
、
今
日
は
、
そ
の
質
問
票
に
あ
り
ま
し
た
ご
質
問
に
対
す
る

回
答
、
ま
た
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
討
論
を
中
心
に
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
同
称
十
念
で
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
同
称
十
念
。

（
同
称
十
念
）

　

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

中
野　

そ
れ
で
は
、
昨
日
に
引
き
続
き
ま
し
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
、「
法
然
上
人
伝
記
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
開
催

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

昨
日
は
、
４
名
の
方
々
に
そ
れ
ぞ
れ
ご
登
壇
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、

各
自
の
ご
研
究
の
一
端
を
ご
提
示
い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
本
日
は
、
司
会
の
安
達
先
生
の
ほ
う
か
ら
も
ご
紹
介
が
あ
り
ま

し
た
よ
う
に
、
フ
ロ
ア
の
先
生
方
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
質
問

へ
の
回
答
を
中
心
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

き
ょ
う
は
、
全
体
で
１
５
０
分
ほ
ど
の
時
間
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、

３
時
半
を
終
了
時
刻
と
い
た
し
ま
す
が
、
本
日
は
総
本
山
知
恩
院
に

お
き
ま
し
て
、
坪
井
俊
映
ご
門
主
猊
下
の
仮
通
夜
が
予
定
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
大
変
悲
し
い
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
へ
の
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配
慮
も
い
た
し
ま
し
て
、
遅
く
と
も
３
時
半
に
は
必
ず
終
了
で
き
る

よ
う
に
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
早
め
早
め
に
進
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
関
係
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
特
段
途
中
で
休
憩
時
間
を

設
け
た
り
す
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

そ
れ
で
は
、
早
速
先
生
方
に
、
最
初
に
き
の
う
の
補
足
を
10
分
ず

つ
し
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、
昨
日
の
四
方
の

お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
私
な
り
に
少
し
考
え
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し

た
の
で
、
そ
の
辺
り
を
ま
ず
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

法
然
上
人
の
８
０
０
年
大
遠
忌
が
、
来
年
に
控
え
て
い
る
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
法
然
上
人
伝
記
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
法
然

上
人
に
つ
い
て
の
研
究
と
か
、
法
然
上
人
伝
を
テ
ー
マ
と
し
た
い
ろ

い
ろ
な
見
解
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
振
り

返
っ
て
み
ま
す
。

　

き
の
う
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
が
、
い
ろ
い
ろ
な
伝
記
を
扱
っ

て
話
を
さ
れ
る
の
か
な
と
実
は
思
っ
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
お
四
方

と
も
『
四
十
八
巻
伝
』
を
題
材
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
、

あ
る
い
は
刺
激
的
な
ご
発
言
も
い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
こ
と
50
年
前
、
７
５
０
年
御
遠
忌
は
昭
和
36
年
、

１
９
６
１
年
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
ろ
に
は
ど
ん
な
状
態
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
思
い
起
こ
し
ま
す
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
の

こ
ろ
は
、
知
恩
院
の
岸
信
宏
大
僧
正
の
も
と
に
置
か
れ
ま
し
た
法
然

上
人
伝
の
研
究
会
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
か

な
り
長
い
期
間
を
か
け
て
研
究
を
行
っ
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま

す
。

　

そ
こ
で
、『
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
』
と
い
う
４
巻
も
の

の
、
各
伝
記
す
べ
て
を
対
比
で
き
る
よ
う
な
書
物
が
、
昭
和
36
年
に

発
刊
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
、
法
然
上
人
伝
の
研
究
、
あ
る
い
は

法
然
上
人
伝
の
布
教
の
題
材
と
し
て
の
利
用
・
活
用
が
格
段
と
進
む

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
も
踏
ま
え
て
、
実
は
そ
の
後
、
例
え
ば
奈
良
興
善

寺
で
、
昭
和
38
年
に
法
然
上
人
ご
自
筆
の
お
手
紙
の
発
見
な
ど
が
あ

り
ま
す
し
、
ま
た
、
昭
和
40
年
に
は
櫛
田
良
洪
先
生
に
よ
り
ま
し
て
、

『
知
恩
講
私
記
』
と
い
う
、
こ
れ
も
大
変
重
要
な
、
法
然
上
人
伝
の

中
で
も
初
期
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
が
発
見
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
７
５
０
年
御
遠
忌
を
機
に
、
法
然
上
人

伝
に
関
す
る
研
究
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
テ
ー
マ
と
し
た
、
さ
ま
ざ

ま
な
教
学
的
な
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
な
と
思
う
次
第
で

ご
ざ
い
ま
す
。
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そ
れ
以
降
、
こ
の
宗
内
で
は
い
ろ
い
ろ
な
活
動
が
目
覚
ま
し
く
行

わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
50
年
の
足
跡
を
見
る
に
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
そ
の
後
、
少
し
ま
た
、
開
宗
年
次
の
論
議
な
ど
の
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
に
テ
ー
マ
が
移
っ
て
い
っ
た
の
か
な
と
い
う
よ
う
な

印
象
を
持
つ
次
第
で
す
。

　

そ
し
て
、
ま
た
こ
こ
10
年
ぐ
ら
い
の
間
に
非
常
に
、
法
然
上
人
を

テ
ー
マ
と
し
た
、
あ
る
い
は
法
然
上
人
伝
記
を
題
材
と
し
た
ご
研
究
、

あ
る
い
は
布
教
の
活
動
が
、
例
え
ば
布
教
師
会
の
皆
さ
ん
が
上
人
の

ご
法
語
を
テ
ー
マ
に
し
て
研
究
会
を
ご
本
山
で
行
わ
れ
た
り
と
、
大

変
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
か
な
と
、
大
変
僭
越
で
は
ご
ざ
い
ま

す
が
思
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
日
の
お
四
方
の
ご
発
表
を
伺
い
な
が
ら
、
や
は
り
こ
の
『
四
十

八
巻
伝
』
を
題
材
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
で
、
い
ろ
い
ろ
な
立

場
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
き
ま
す
と
、
ま
だ
ま
だ
実
は
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
が
発
掘
で
き
る
の
か
な
と
い
う
よ
う
に
感
じ
た
次
第
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、
こ
の
８
０
０
年
大
遠
忌
を
機
に
、
こ
う
い
う
発
掘
が
で

き
る
な
と
い
う
よ
う
な
立
場
か
ら
見
て
い
く
中
で
、
ま
た
新
た
な
次

の
時
代
の
浄
土
宗
と
し
て
の
法
然
上
人
あ
る
い
は
法
然
上
人
伝
記
の

ご
研
究
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
テ
ー
マ
と
す
る
諸
々
の
活
動
が
行
わ
れ

て
い
く
だ
ろ
う
と
、
そ
ん
な
具
合
に
思
い
な
が
ら
、
実
は
昨
日
聞
か

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

　

ど
う
ぞ
今
日
は
、
ま
ず
最
初
に
補
足
説
明
と
し
て
10
分
間
お
持
ち

い
た
だ
き
ま
す
が
、
さ
ら
に
進
ん
だ
、
突
っ
込
ん
だ
お
話
を
い
た
だ

け
る
か
な
と
、
楽
し
み
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
れ
で
は
、
最
初
に
野
村
恒
道
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　　

野
村　

野
村
で
ご
ざ
い
ま
す
。
き
の
う
は
、
ご
清
聴
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
、
中
野
先
生
か
ら
お
話
し
い
た
だ
き
ま

し
た
よ
う
に
、
き
の
う
の
補
足
説
明
を
10
分
ほ
ど
と
い
う
こ
と
で
、

急
い
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

き
の
う
の
後
半
の
ほ
う
で
、
実
際
に
「
四
十
八
巻
伝
」
に
載
っ
て

い
る
絵
が
描
き
変
え
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
ど
う
や
ら
別
の
詞

書
に
合
う
よ
う
な
場
面
が
、
違
う
と
こ
ろ
に
入
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

実
は
、
今
の
中
野
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
昭
和

36
年
頃
に
岸
信
宏
猊
下
を
中
心
と
し
た
研
究
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
の
中
に
、
資
料
の
「
⑤
」
に
挙
げ
ま
し
た
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全

集
』
の
編
集
を
担
当
さ
れ
ま
し
た
、
塚
本
善
隆
先
生
も
そ
う
で
す
が
、
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そ
の
下
に
付
い
て
島
田
修
二
郎
と
い
う
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
先
生
は
、
角
川
書
店
か
ら
『
法
然
上
人
絵
伝
』
が
写
真
集
で

出
ま
し
た
と
き
に
、
そ
の
解
説
を
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
「
四
十
八
巻
伝
」
の
絵
を
描
い
た
人
が
11
人
ぐ
ら
い
で
は
な
い

か
と
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
改
竄
や
改
変
に
着
眼
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
11

人
の
中
で
は
特
に
２
人
の
人
が
た
く
さ
ん
の
絵
を
描
い
て
い
る
と
し

て
い
ま
す
。
そ
の
２
人
の
方
の
絵
を
並
べ
合
わ
せ
て
、
ほ
か
の
伝
記

と
対
比
し
て
い
く
と
、
実
は
「
九
巻
伝
」
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
説

を
挙
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
論
証
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
詳

し
く
は
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
後
、
昭
和
56
年
に
中
央
公
論
社
の
ほ
う
か
ら
出
ま
し
た
と
き

に
、
今
度
は
小
松
茂
美
さ
ん
と
い
う
方
が
解
説
を
書
か
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
方
は
古
筆
学
の
専
門
の
方
で
、
２
～
3
か
月
前
に
亡
く
な

ら
れ
ま
し
た
。
東
京
の
国
立
博
物
館
な
ど
で
重
要
な
役
職
を
務
め
な

が
ら
、
古
い
筆
跡
に
つ
い
て
の
学
問
を
開
拓
さ
れ
た
方
で
あ
り
ま
し

た
。

　

こ
の
方
は
、「
四
十
八
巻
伝
」
を
見
ま
し
て
、
文
字
に
つ
い
て
は

17
人
の
筆
に
よ
っ
て
い
る
、
そ
し
て
、
絵
に
関
し
て
は
18
人
の
グ
ル

ー
プ
に
分
か
れ
る
と
い
う
分
類
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

実
は
私
も
先
年
、
お
２
人
の
デ
ー
タ
を
組
み
合
わ
せ
て
考
え
て
み

た
の
で
す
が
、
そ
う
し
ま
す
と
、
一
つ
に
は
、
や
は
り
５
人
ぐ
ら
い

の
方
が
特
に
絵
を
た
く
さ
ん
描
い
て
お
り
ま
し
て
、
中
で
も
20
～
55

段
ぐ
ら
い
を
、
特
定
の
画
家
と
思
わ
れ
る
方
が
た
く
さ
ん
の
絵
を
描

か
れ
て
お
る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
特
に
絵
を
多
く
描
か
れ
た
絵
描
き
さ
ん
の
場
面
を
合
わ
せ

て
い
き
ま
す
と
、
あ
る
意
味
で
「
九
巻
伝
」
に
ほ
ぼ
近
づ
い
て
い
く

部
分
が
ご
ざ
い
ま
す
。
絵
の
判
定
は
非
常
に
難
し
い
わ
け
で
、
私
な

ど
は
専
門
家
で
は
な
い
の
で
、
判
定
す
る
眼
力
も
な
い
の
で
す
が
、

小
松
茂
美
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
筆
に
関
し
て
は
、
一
巻
が
大
体
同
じ
よ

う
な
筆
跡
で
描
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

こ
の
人
の
古
筆
学
で
は
、
筆
の
筆
跡
を
比
べ
る
と
き
に
、
上
下
を

逆
さ
ま
に
し
ま
し
て
、
文
字
と
し
て
読
ま
ず
に
、
記
号
と
し
て
そ
の

特
徴
を
と
ら
え
て
い
く
そ
う
で
す
。
ま
た
、
絵
に
関
し
て
も
一
定
の

箇
所
を
分
類
し
な
が
ら
見
て
い
っ
て
見
極
め
て
い
く
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
私
が
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、
島
田
先
生
、
小
松
先
生
の
お

２
人
の
見
解
に
は
違
う
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
な
か
な
か

人
間
が
見
て
、
こ
の
絵
は
誰
が
描
い
た
と
判
定
す
る
の
は
難
し
い
部

分
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
説
が
成
り
立
っ
て
く
る

よ
う
な
状
況
に
は
ご
ざ
い
ま
す
。
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そ
し
て
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
は

ご
ざ
い
ま
す
。
島
田
先
生
は
、
絵
に
損
傷
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
と

こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
小
松
先
生
は
、

昭
和
56
年
当
時
は
何
も
そ
の
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

実
は
、
昭
和
40
年
か
ら
４
年
間
、
こ
の
「
四
十
八
巻
伝
」
は
大
規

模
な
修
復
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
京
都
の
３
人
の
表
具
師
さ
ん
が
16
巻

ず
つ
担
当
し
、
裏
打
ち
を
は
が
し
て
、
薄
い
紙
に
は
増
し
紙
を
し
て
、

そ
し
て
裏
打
ち
を
打
ち
直
す
、
あ
る
い
は
剥
落
を
防
ぐ
た
め
に
に
か

わ
を
塗
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
補
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
影
響
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
絵
に
損
傷
が
あ
る
」

と
い
っ
て
も
、
私
も
現
物
を
見
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
な
か

な
か
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

写
真
で
上
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
特
徴
的
で
は
な
い
の
で
す
が
、

昭
和
36
年
当
時
は
、
岸
信
宏
先
生
を
中
心
に
、
井
川
定
慶
さ
ん
だ
と

か
、
田
村
円
澄
さ
ん
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
方
が
集
ま
っ
て
、
そ
の

「
四
十
八
巻
伝
」、
あ
る
い
は
「
往
生
院
本
」
を
２
年
間
借
り
出
し
て

見
比
べ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
現
物
を
ご
ら
ん
に
な
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
方
は
、
そ

の
当
時
に
あ
っ
た
変
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
き
の
う
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
よ
う
に
、
例
え
ば
勝
尾
寺
に
法
服
が
施
入
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
あ
る

い
は
僧
綱
領
と
い
う
襟
の
形
な
ど
、
描
き
直
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
頻

出
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
こ
れ
だ
け
の
膨
大
な
「
四
十
八
巻
伝
」
と
い
う

長
い
伝
記
を
、
最
初
か
ら
あ
る
一
定
の
計
画
の
も
と
に
描
い
た
に
し

て
は
、
き
れ
い
な
と
こ
ろ
と
そ
う
で
な
い
描
き
直
し
の
と
こ
ろ
に
随

分
差
が
あ
る
こ
と
が
、
逆
に
目
立
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
こ
の
「
四
十
八
巻
伝
」、
そ
れ

か
ら
ま
た
「
往
生
院
本
」
が
あ
る
時
期
に
成
立
し
て
、
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
今
ま
で
続
い
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
で
大
幅
な
改
変

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
可

能
性
の
あ
る
事
実
が
、
今
ま
で
先
学
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

今
、
我
々
は
よ
う
や
く
、
実
際
に
こ
の
カ
ラ
ー
写
真
で
全
体
を
眺

め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
え
て
し
て
紹
介
さ

れ
る
部
分
は
、
き
れ
い
な
絵
柄
、
お
も
し
ろ
い
絵
柄
の
場
面
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
一
つ
一
つ
細
か
く
見
て
い
き
ま
す
と
、
お
や
っ
と
思
う

よ
う
な
部
分
も
随
分
出
て
き
ま
す
。

　

ま
た
、
島
田
先
生
は
使
わ
れ
て
い
る
紙
に
も
４
種
類
ぐ
ら
い
あ
る

と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
現
物
を
手
に
取
っ
て
研
究
す
る
こ
と
は
、
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な
か
な
か
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
で
あ
れ
ば
、
紙
の

質
を
分
析
し
て
、
こ
の
紙
と
こ
の
紙
は
同
じ
材
質
だ
と
い
う
こ
と
が

鑑
定
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
国
宝
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
そ

こ
ま
で
の
分
析
は
で
き
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
小
松
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
は
、

同
じ
絵
師
の
絵
が
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
飛
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

普
通
で
す
と
、
一
巻
か
ら
三
巻
ま
で
は
同
じ
人
が
描
く
と
か
、
一
定

の
形
が
あ
っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
な

っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

そ
こ
で
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
知
恩
院
の
「
四
十
八
巻
伝
」
の
現

状
は
、
い
つ
ど
う
い
う
形
で
で
き
た
か
と
い
う
、
非
常
に
興
味
深
い

問
題
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
補
足
と
し
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

中
野　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

続
き
ま
し
て
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
善
裕
昭
先
生
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

善　

き
の
う
の
私
の
発
表
に
お
き
ま
し
て
は
、
法
然
の
伝
記
に
は
、

大
変
法
語
、
教
学
的
な
資
料
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
改
め

て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
入
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　

法
然
上
人
の
語
録
に
は
、『
黒
谷
上
人
語
燈
録
』
や
『
西
方
指
南

抄
』
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
ら
語
録
資
料
の
内
容
だ
け
を
見
て
も
、

多
く
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
法
然
上
人
の
法
語
の

真
偽
の
ふ
る
い
分
け
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
昔
か
ら
言
わ

れ
て
い
る
の
で
す
が
、
実
際
に
は
、
黒
白
は
っ
き
り
さ
せ
る
の
は
非

常
に
困
難
で
す
。

　

さ
ら
に
、
そ
こ
に
各
伝
記
に
法
語
が
ど
の
よ
う
に
収
録
さ
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
も
検
討
し
て
、
総
合
的
に
見
て
い
く
と
な
り
ま

す
と
、
か
な
り
労
力
が
必
要
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
全
体
の
伝
承

過
程
を
整
合
的
に
理
解
す
る
に
は
、
か
な
り
膨
大
な
対
照
表
を
つ
く

っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
そ
う
い
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
少
し
ず
つ
作
業
を
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
発
表
で
は
、「
醍
醐
本
」
の
悪
人
正
機
説
が
、
法
然
上
人
の

お
考
え
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
扱
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
読
み
解
く
手

が
か
り
が
、「
四
十
八
巻
伝
」
の
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」

の
最
初
の
ご
法
語
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。
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た
だ
、
話
の
内
容
は
、
法
然
伝
と
い
う
全
体
の
テ
ー
マ
か
ら
少
し

そ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
点
申
し
訳
な
く
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

法
然
上
人
に
お
け
る
善
人
・
悪
人
論
の
特
色
は
何
で
あ
る
の
か
、

善
人
・
悪
人
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
っ
た
こ
と

が
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
善
人
・
悪
人
の
単
語
を
単
体
で
取
り

上
げ
て
い
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
も
、
な
か
な
か
見
え
て
ま
い
り
ま
せ

ん
。

　

そ
れ
が
、
い
か
な
る
思
想
と
一
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
大
事
で
あ
り
ま
し
て
、
き
の
う
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
正

法
、
像
法
、
末
法
、
そ
し
て
末
法
万
年
以
後
の
法
滅
百
歳
の
四
つ
の

時
代
を
対
比
す
る
こ
と
の
関
連
の
中
で
、
善
人
・
悪
人
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
わ
ば
、
時
代
間
対
比
と
善
人
・
悪
人
が

関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
き
の
う
の
私
の
意
見
の
骨
格
に
な
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
の
観
点
か
ら
、『
一
紙
小
消
息
』
と
「
醍
醐
本
」
を
整
合
的
に

解
釈
で
き
る
可
能
性
が
開
け
て
く
る
と
、
き
の
う
は
申
し
ま
し
た
。

細
か
い
こ
と
は
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
の
で
、
申
し
ま
せ
ん
。

　

悪
人
正
機
説
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
が
大
変
多
く
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
も
う
少
し
き
の
う
の
発
表
で
、
ど
う
継
承
す
る
の
か
、

ど
う
批
判
す
る
の
か
を
逐
一
的
に
触
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
が
、

そ
こ
ま
で
は
時
間
の
都
合
で
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
別
の
機
会

に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

き
の
う
の
発
表
に
お
き
ま
し
て
、
法
然
上
人
の
善
人
・
悪
人
論
の

す
べ
て
を
網
羅
で
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、
善
人
は
善
人
な
が
ら
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
往
生
す
る

よ
と
い
う
ご
法
語
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
ど
は
、
我
々
が
生
き
て
い

る
同
じ
時
代
に
善
人
・
悪
人
を
共
存
さ
せ
て
、
そ
の
上
で
両
方
と
も

に
往
生
で
き
る
よ
と
言
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
善
人
・
悪
人
論
の
す
べ
て
を
き
の
う
の
発
表
で
網
羅
し
た

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か

ら
点
検
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、
法
然
上
人
に
お
け
る
凡
夫
往
生
論
と
の
関
係
を
ど
う

見
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
も
大
事
で
す
。
つ
ま
り
、
凡
夫
と
い
う

こ
と
と
善
人
・
悪
人
論
の
整
合
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
凡

夫
で
す
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
悪
人
の
場
合
に
引
き
つ
け
て
使

わ
れ
る
表
現
で
は
あ
り
ま
す
。

　
「
一
紙
小
消
息
」
の
よ
う
に
、
我
々
は
善
人
で
あ
る
と
言
い
な
が

ら
、
ま
た
一
方
で
凡
夫
で
あ
る
と
も
言
う
と
い
う
人
間
観
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
辺
り
を
ど
の
よ
う
に
整
合
的
に
考
え
て
い
っ
た
ら
い
い
の
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か
、
こ
の
辺
り
も
ま
た
、
後
日
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

個
人
的
に
知
っ
て
い
る
方
と
、
悪
人
正
機
説
の
こ
と
を
、
こ
れ
ま

で
い
ろ
い
ろ
と
し
ゃ
べ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
こ
う

い
っ
た
ご
意
見
を
私
に
お
っ
し
ゃ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　
「
法
然
上
人
は
人
間
は
す
べ
て
凡
夫
だ
と
考
え
る
か
ら
、
善
人
と

悪
人
を
対
比
す
る
よ
う
な
必
要
は
な
い
」
と
。「
だ
か
ら
、『
醍
醐

本
』
の
悪
人
正
機
は
法
然
の
考
え
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
、
私
的
な
会
話
で
お
っ
し
ゃ
る
方
が
、
以
前
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

確
か
に
、
こ
れ
も
ま
た
一
理
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
、

法
然
上
人
は
確
実
な
法
語
の
「
一
紙
小
消
息
」
の
中
で
「
罪
人
猶
生

る
、
況
や
善
人
乎
」
と
、
罪
人
と
善
人
を
対
比
し
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

善
人
と
か
悪
人
、
法
然
上
人
が
生
き
ら
れ
た
古
代
末
や
中
世
の
鎌

倉
時
代
に
お
き
ま
し
て
、
こ
の
言
葉
が
人
間
格
差
と
か
、
あ
る
い
は

偏
見
と
か
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

う
い
う
視
点
か
ら
語
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

当
時
の
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
実
態
の
中
で
そ
う
し
た
人
間
格
差

を
払
拭
す
る
に
は
、
そ
の
実
情
の
中
で
何
か
を
語
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
善
人
・
悪
人
を
対
比
す
る

表
現
な
ど
も
出
て
き
て
し
か
る
べ
き
か
な
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
口
伝
に
つ
い
て
で
す
。「
醍
醐
本
」
に
「
口
伝
こ
れ

あ
り
」
と
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け

る
御
詞
」
に
も
「
口
伝
な
く
し
て
浄
土
の
法
門
を
見
る
は
」
云
々
と

書
い
て
あ
り
ま
す
。
口
伝
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ

い
の
か
、
こ
れ
も
悩
ま
し
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
が
口
伝
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
る
こ
と
は
、
そ
ん
な
に

多
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
正
確
に
は
全
体
を
検
索
し
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
こ
の
「
醍
醐
本
」
と
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
の
中
で

口
伝
と
い
う
も
の
が
印
象
的
に
語
ら
れ
る
の
は
、
こ
こ
ぐ
ら
い
で
は

な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

従
来
、
こ
の
口
伝
と
い
う
こ
と
を
、
天
台
に
お
け
る
「
口
伝
法

門
」
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
意
見
が
ご
ざ
い
ま
す
。
天
台
の
口
伝
法

門
、
い
わ
ゆ
る
「
本
覚
思
想
」
で
す
ね
。
浄
土
宗
の
場
合
に
は
、
本

覚
思
想
を
余
り
い
い
も
の
だ
と
は
と
ら
え
な
い
こ
と
が
多
い
と
思
い

ま
す
。
法
然
上
人
は
、
反
本
覚
思
想
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
本
覚
思
想
に
対
し
て
我
々
は
ち
ょ
っ
と
、
マ
イ
ナ

ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
「
二
而
相
対
」、
あ
る
い
は
「
不
二
絶
対
」
と
い
う
表
現
を
、
田
村

芳
朗
先
生
は
使
わ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
つ
い
つ
い
我
々
は
口
伝
と
い
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う
言
葉
に
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
言
葉
を
法
然
上
人
が
使
わ
れ
る
か
な
と
い
っ

た
意
見
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
覚
思
想
の
口
伝
法
門

に
引
き
つ
け
て
考
え
る
必
要
は
、
そ
ん
な
に
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
お
っ
し
ゃ
る
「
口
伝
」
は
、「
記
録
に
取
る
な
」
と

い
う
意
味
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
法
然
上
人
の
言
葉
は
、
お
弟

子
さ
ん
が
手
元
で
書
い
て
い
く
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、

こ
れ
は
記
録
に
取
っ
て
は
い
け
な
い
よ
と
言
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま

す
し
、
あ
る
い
は
、
面
と
向
か
っ
て
話
す
必
要
が
あ
る
、
だ
か
ら
口

伝
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

は
っ
き
り
と
意
味
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
天
台
の
口
伝
法
門
に
引

き
つ
け
て
考
え
る
必
要
は
、
そ
ん
な
に
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

天
台
顕
教
に
お
い
て
、
口
伝
と
い
う
も
の
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は

確
か
に
あ
り
ま
す
。
師
匠
が
自
分
の
正
統
的
な
弟
子
に
最
後
の
段
階

と
し
て
、
自
分
が
亡
く
な
る
こ
ろ
に
、「
お
前
、
跡
継
ぎ
だ
ぞ
」
と

因
果
を
与
え
る
と
き
、
一
定
の
文
献
と
口
伝
で
何
か
重
要
な
文
句
を

授
け
る
と
い
っ
た
場
面
が
、
確
か
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　

た
だ
、
本
覚
思
想
の
文
献
、
つ
ま
り
論
議
の
文
献
と
い
う
の
は
、

そ
れ
な
り
に
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、

文
献
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
口
伝
と
い
う
も
の
が
、

ど
れ
ほ
ど
そ
の
世
界
で
な
さ
れ
て
い
た
の
か
、
こ
の
辺
り
も
今
後
検

討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
な
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

私
の
ほ
う
か
ら
は
、
大
体
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

中
野　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
法
式
教
師
会
か
ら
大
澤
亮
我
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　　

大
澤　

き
の
う
の
補
足
と
い
う
こ
と
で
、
二
点
お
話
し
さ
せ
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
き
の
う
申
し
ま
し
た
、
臨
終
関
係
に
つ
い

て
が
一
つ
と
、
も
う
一
つ
は
法
服
に
つ
い
て
意
見
を
申
し
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

　

聖
光
房
弁
長
の
臨
終
の
部
分
に
、
何
か
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
を
、
昨
日
、
少
し
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
法

式
の
立
場
か
ら
「
勅
修
御
伝
」
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
臨
終
の
様
式
を
見

て
比
較
し
て
い
く
と
、
特
徴
的
だ
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん

あ
る
と
思
い
ま
す
。
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法
然
上
人
の
往
生
に
お
い
て
は
、
見
仏
を
す
る
、
あ
る
い
は
目
の

当
た
り
に
仏
さ
ん
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
三
昧
」
と

事
証
が
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
三
昧
を
得
た
の
ち
に
亡
く
な

っ
て
い
か
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
法
然
上
人
の
臨
終
の
部
分
で

語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
は
三
昧
発
得
さ
れ
た
方
で
す
し
、
法
然
上
人
が
師
匠
と

仰
が
れ
た
善
導
大
師
が
、
な
ぜ
偏
依
善
導
一
師
と
さ
れ
る
の
か
と
い

う
と
、
善
導
大
師
が
三
昧
発
得
の
人
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
が
基

本
に
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
法
然
上
人
の
お
弟
子
の
中
で
、
そ

の
こ
と
が
臨
終
の
場
面
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
聖
光
房

弁
長
の
臨
終
の
場
面
だ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
仏
が
来
た
と
い

う
こ
と
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

資
料
で
い
い
ま
す
と
、
２
ペ
ー
ジ
の
下
か
ら
３
行
目
に
な
り
ま
す

が
、「
髄
喜
の
涙
を
な
が
し
て
い
は
く
、
極
楽
の
聖
衆
は
、
天
に
み

ち
み
ち
た
ま
へ
り
と
」
と
あ
り
、
そ
う
い
う
姿
を
見
て
、
聖
光
房
弁

長
は
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
三
昧
と
い
う

も
の
を
発
得
し
た
上
で
最
終
的
に
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
る
と
い
う
、

ち
ょ
う
ど
法
然
上
人
が
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
る
の
と
同
じ
形
式
を
持

っ
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ほ
か
の
い
ろ
い
ろ
な
お
弟
子
さ
ん
方
の
伝
記
に
は
そ
う
い
っ
た
記

述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
法
然
上
人
の
「
勅
修
御
伝
」
の
中

に
は
、
三
昧
の
発
得
を
得
な
が
ら
亡
く
な
っ
た
と
い
う
記
述
は
、
こ

こ
聖
光
房
弁
長
だ
け
な
ん
で
す
ね
。

　

法
然
上
人
も
含
め
る
と
、
法
然
上
人
の
臨
終
と
聖
光
房
弁
長
の
臨

終
に
お
い
て
の
み
で
、
あ
と
は
、
端
坐
合
掌
し
て
念
仏
申
し
て
亡
く

な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
し
、
ほ
か
は
称
念
往
生
し
た
と
い

う
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
善
導
、
法
然
、
そ
し
て
弁
長
と
い
う
一
つ
の

流
れ
の
中
で
、
師
子
相
承
と
い
う
意
図
的
な
も
の
が
そ
こ
に
あ
ら
わ

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

　

佛
教
大
学
の
並
川
先
生
が
、
阿
難
の
亡
く
な
ら
れ
る
と
き
の
臨
終

の
姿
が
、
ち
ょ
う
ど
お
釈
迦
さ
ん
の
臨
終
と
同
じ
形
態
で
表
現
さ
れ

て
い
る
と
著
書
に
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
阿
難
だ
け
が
お
釈
迦
さ
ん
の
跡
継
ぎ
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
で
も
阿
難
を
そ
う
い
う
方
向
に
向
か

わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
弟
子
た
ち
の
意
識
と
い
う
も
の
が
、
阿
難
を

中
心
と
し
て
仏
教
教
団
が
で
き
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。

　

そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
こ
こ
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
は
な
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い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
聖
光
房
弁
長
を
中
心
と
し
た
浄
土
宗
教
団

を
意
図
し
た
も
の
が
、
こ
の
臨
終
と
い
う
場
面
に
お
い
て
は
見
受
け

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
付
け
加
え
て
言
う
と
、
袈
裟
の
話
が
出
て
く
る
こ
と
、
三

昧
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
端
坐
合
掌
で
は
な

く
て
、
法
然
上
人
と
同
じ
よ
う
に
横
に
な
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
か
れ

る
と
い
っ
た
点
等
は
、
法
然
上
人
の
臨
終
の
姿
を
移
し
替
え
た
よ
う

で
す
。

　

こ
れ
は
、
全
く
法
然
上
人
の
あ
と
を
継
い
だ
人
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
表
現
の
仕
方
を
、
そ
の
臨
終
の
姿
の
中
で
見
せ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

二
番
目
に
は
法
服
に
つ
い
て
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

昨
日
の
資
料
で
い
え
ば
⑤
⑥
⑦
が
法
服
資
料
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
が
、
今
日
、
新
た
に
４
枚
写
真
が
並
ん
で
い
る
資
料
を
お
渡

し
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
今
日
の
朝
の
新
聞
に
、
右
上
の
「
二
祖
曼
荼

羅
図
」
と
い
う
も
の
が
載
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
知
恩
院
さ
ん
の
南

北
朝
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
「
二
祖
曼
荼
羅
図
」
の
修
復
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　

資
料
で
い
き
ま
す
と
、
左
上
に
そ
の
法
然
上
人
の
絵
図
が
載
っ
て

お
り
ま
す
。
そ
の
絵
図
の
格
好
を
見
ま
す
と
、
袈
裟
の
胸
の
辺
り
に

明
ら
か
に
鐶
が
付
い
て
い
て
、
禅
宗
系
の
衣
と
い
わ
れ
る
袈
裟
で
あ

り
ま
す
。
現
在
の
言
葉
で
い
え
ば
、
南
山
衣
と
い
う
袈
裟
で
あ
り
ま

す
。

　

普
通
、
法
然
上
人
は
五
条
の
袈
裟
を
着
け
て
お
ら
れ
る
か
、
あ
る

い
は
、
天
台
衣
を
着
け
て
い
る
の
が
当
た
り
前
な
の
で
す
が
、
こ
の

場
合
は
明
ら
か
に
禅
宗
系
の
衣
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
昨

日
も
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
瓜
連
の
常
福
寺
の
「
法
然
上
人
像
」
と

も
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
、
ど
ち
ら
も
法
然
上
人
が

椅
子
に
腰
掛
け
て
座
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

椅
子
に
腰
掛
け
て
座
っ
て
お
ら
れ
て
、
天
台
衣
で
は
な
く
て
禅
宗

系
の
袈
裟
を
着
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
浄
土
五
祖
図
、

あ
る
い
は
善
導
大
師
の
図
と
い
っ
た
も
の
を
意
識
し
な
が
ら
描
か
れ

た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

き
ょ
う
お
配
り
し
て
い
る
資
料
の
、
法
然
上
人
の
横
が
鎮
西
聖
光

房
弁
長
上
人
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
善
導
寺
に
あ
る
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

そ
の
下
に
あ
る
の
が
、
鎌
倉
光
明
寺
に
あ
り
ま
す
三
祖
の
良
忠
上

人
と
四
祖
の
寂
恵
上
人
で
す
。
浄
土
宗
の
元
祖
様
、
二
代
様
、
三
代

様
、
四
代
様
の
全
員
が
、
禅
宗
系
の
衣
を
着
け
て
お
ら
れ
る
と
い
う
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こ
と
に
な
り
ま
す
。
我
々
が
仰
い
で
い
く
、
今
で
い
え
ば
お
参
り
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
自
分
が
崇
拝
の
対
象
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
法
然

上
人
像
が
、
あ
る
い
は
代
々
の
列
祖
の
方
々
が
、
明
ら
か
に
天
台
衣

で
は
な
く
て
、
禅
宗
系
の
衣
を
着
け
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
き
の
う
も
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
法
然

上
人
以
前
の
八
祖
な
り
、
あ
る
い
は
五
祖
な
り
を
通
じ
て
、
善
導
大

師
か
ら
法
然
上
人
へ
、
そ
し
て
法
然
上
人
か
ら
そ
の
浄
土
の
法
脈
が

ず
っ
と
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
意
識
し
た
上

で
の
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
絵
図
を

見
ま
し
て
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

我
々
の
袈
裟
、
あ
る
い
は
法
衣
が
次
第
に
“
禅
宗
系
”
と
い
っ
た

ら
お
か
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
中
国
伝
来
の
袈
裟
に
変
わ
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
流
れ
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
も
の
を
見
て
、
崇
拝
対
象
だ
け
で
は
な
く
伝
承
す
る
と

い
う
意
味
で
、
今
度
は
我
々
の
法
服
の
姿
が
法
然
上
人
の
姿
、
あ
る

い
は
善
導
大
師
の
姿
に
な
ら
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
浄
土
宗

の
法
服
と
い
う
も
の
が
現
在
の
衣
と
袈
裟
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　　

中
野　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
浄
土
宗
布
教
師
会
か
ら
粂
原
恒
久
先
生
、
補
足
の
ほ

う
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　　

粂
原　

は
い
。
昨
日
も
お
話
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
小
さ
い

プ
リ
ン
ト
の
中
で
す
か
ら
、
限
定
し
た
お
話
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

昨
日
は
、
時
間
の
都
合
で
、
途
中
で
説
明
が
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
先
ほ
ど
も
善
さ
ん
の
補
足
の
中
で
出
て
き
ま
し
た
が
、「
上

人
常
に
仰
せ
ら
れ
た
肝
要
の
法
語
三
十
三
箇
絛
の
事
」
と
い
う
段
落

が
、
第
二
十
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
「
布
教
す
る
」
と
い
う
現
場
の
目
か
ら
捉
え
ま
す
と
、
こ
の
三
十

三
箇
絛
に
は
非
常
に
題
材
が
豊
富
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き

ま
す
。

　

こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
を
、
か
い
つ
ま
ん

で
説
明
し
皆
様
の
参
考
に
供
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
先
ほ
ど
も
あ
り

ま
し
た
、「
口
伝
無
く
し
て
浄
土
の
法
門
を
見
る
は
」
云
々
と
い
う

の
が
第
一
條
に
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
こ
こ
が
初
出
で
あ
ろ
う
と
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思
わ
れ
ま
す
が
、
後
に
『
東
宗
要
』
な
ど
に
も
出
て
く
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
第
三
條
に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
は
、
別
し
た
る
こ

と
に
は
思
う
べ
か
ら
ず
。
阿
弥
陀
ほ
と
け
、
我
を
助
け
給
え
と
い
う

言
葉
と
心
得
て
、
心
に
は
阿
弥
陀
仏
助
け
給
え
と
思
い
て
、
口
に
は

南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
う
る
を
、
三
心
具
足
の
名
号
と
申
す
な
り
。」

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
簡
単
な
言
葉
で
は
あ
り
ま
す
が
、
非
常
に

含
蓄
の
あ
る
お
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
至
誠
心
、
深
心
、

回
向
発
願
心
の
三
つ
の
心
が
三
心
と
さ
れ
、
往
生
浄
土
に
必
須
の
心

と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
保
持
は
、
ま
さ
に
難
行
と
見
ら
れ
が
ち

で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
た
だ
「
助
け

給
え
」
と
思
う
心
で
唱
え
る
中
で
、
自
然
に
成
就
さ
れ
て
い
く
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
同
じ
主
旨
は
、『
醍
醐
本
』
に
も
示
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

第
五
條
で
す
。「
一
念
十
念
に
往
生
す
と
い
え
ば
と
て
、
念
仏
を

疎
相
に
申
す
は
、
信
が
行
を
妨
ぐ
る
な
り
。」
と
あ
り
ま
す
。
心
が

一
向
専
念
せ
ず
、
や
わ
な
ま
ま
で
念
仏
す
る
と
、
念
仏
行
自
体
が
中

途
半
端
な
形
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
、
と
示
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
は
、

ど
う
い
っ
た
心
持
ち
で
念
ず
る
べ
き
か
、
と
い
う
に
「
信
を
ば
一
念

に
生
ま
る
と
信
じ
、
行
を
ば
一
形
に
励
む
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
一

心
専
注
し
つ
つ
、
一
念
で
も
往
生
出
来
る
と
信
じ
、
か
つ
念
仏
行
を

一
生
涯
続
け
る
べ
き
だ
。
こ
れ
が
白
旗
鎮
西
の
教
義
の
根
幹
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
連
し
て
少
し
考
え
て
み
ま
す
と
、
我
々

に
は
臨
終
来
迎
が
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
、

信
仰
と
は
、
浄
土
を
実
在
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
前
提

と
な
り
ま
し
ょ
う
。
実
在
と
い
う
意
味
は
、
時
空
を
超
え
て
存
在
し
、

我
々
が
最
後
に
行
き
着
く
べ
き
、
ま
た
人
生
の
所
帰
で
も
あ
る
浄
土

で
あ
っ
て
、
現
当
二
世
に
わ
た
っ
て
我
々
が
生
か
さ
れ
る
根
源
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
少
分
を
も
譲
る
こ
と
が
で
き
な
い
教
義
だ
と
思
い

ま
す
。

　

人
に
よ
っ
て
は
、
臨
終
の
念
仏
と
い
う
も
の
の
み
を
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
重
視
し
て
し
ま
う
傾
向
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
い
つ
来
る

か
分
か
ら
な
い
の
が
臨
終
で
も
あ
り
ま
す
。「
一
念
に
生
ま
る
」
と

信
じ
つ
つ
、「
一
形
」
つ
ま
り
一
生
涯
念
仏
生
活
を
続
け
る
と
い
う

と
こ
ろ
が
、
鎮
西
義
の
要
諦
だ
と
思
い
ま
す
。

　

無
論
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
力
は
現
世
に
も
働
く
わ
け
で
す
。

『
往
生
大
要
抄
』
な
ど
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
来
世
に
本
願
の

力
が
働
く
の
か
、
そ
れ
と
も
現
世
で
あ
る
か
と
い
う
問
答
に
お
い
て
、

そ
れ
は
現
世
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
法
然
上
人
は
明
言
し
て
お
ら

れ
ま
す
。
現
世
、
臨
終
来
迎
、
往
生
浄
土
す
べ
て
が
弥
陀
の
願
力
に
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よ
る
、
と
い
う
一
貫
し
た
主
義
主
張
で
あ
り
ま
す
。

　

更
に
は
『
念
仏
往
生
要
義
抄
』
に
も
、

「
問
う
て
云
く
、
摂
取
の
益
を
か
う
ぶ
る
事
は
、
平
生
か
臨
終
か

い
か
ん
。
答
え
て
云
く
、
平
生
の
時
な
り
。
そ
の
ゆ
え
は
、
往

生
の
心
ま
こ
と
に
て
、
わ
が
身
を
疑
ふ
事
な
く
て
来
迎
を
ま
つ

人
は
、
こ
れ
三
心
具
足
の
念
仏
申
す
人
な
り
。
こ
の
三
心
具
足

し
ぬ
れ
ば
、
必
ず
極
楽
に
う
ま
る
と
い
う
こ
と
は
観
経
の
説
な

り
。
か
か
る
志
あ
る
人
を
阿
弥
陀
仏
は
八
万
四
千
の
光
明
を
は

な
ち
て
照
ら
し
給
ふ
也
」

　

と
あ
り
ま
す
。
ま
た
こ
の
あ
と
に
、「
平
生
の
時
照
ら
し
は
じ
め

て
、
最
後
ま
で
捨
て
給
わ
ぬ
な
り
」
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
他
の
段
落
に
て
は

「
往
生
を
願
う
人
を
ば
、
弥
陀
仏
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、

十
方
の
諸
仏
菩
薩
、
観
音
勢
至
、
無
数
の
菩
薩
、
こ
の
人
を
囲

繞
し
て
行
住
坐
臥
、
夜
昼
を
も
嫌
わ
ず
影
の
ご
と
く
に
そ
い
て
、

も
ろ
も
ろ
の
懊
悩
を
な
す
悪
鬼
悪
神
の
便
り
を
は
ら
い
の
ぞ
き

給
い
て
、
現
世
に
は
よ
こ
さ
ま
な
る
煩
な
く
安
穏
に
し
て
、
命

終
の
時
に
は
極
楽
世
界
へ
迎
え
給
う
な
り
」

　

と
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
現
当
二
世
に
わ
た
る
本
願
の
光
明
摂

取
が
前
提
に
な
っ
て
、
所
謂
結
帰
一
行
の
念
仏
が
成
立
す
る
の
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
我
々
は
、
心
を
浄
土
に
向
け
て
、
日
課
念
仏
を

す
る
と
い
う
日
々
の
暮
ら
し
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に

は
や
は
り
、
念
仏
に
よ
っ
て
仏
と
念
仏
者
の
心
が
相
即
（
不
離
仏
）

す
る
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

仏
の
本
願
の
光
明
（
力り
き
ゆ
う用

の
象
徴
）
に
照
ら
さ
れ
て
、
現
世
で
は

守
り
導
か
れ
、
臨
終
に
は
極
楽
往
生
を
遂
げ
る
と
い
う
形
が
、
一
つ

の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
浄
土
宗
の
要
諦
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
第
七
條
を
見
ま
す
と
、「
た
と
い
余
事
を
営
む
と
も
、
念

仏
を
申
し
申
し
、
こ
れ
を
す
る
思
い
を
な
せ
。
余
事
を
し
つ
つ
念
仏

す
と
は
思
う
べ
か
ら
ず
」
と
あ
り
ま
し
て
、
念
仏
の
中
に
日
々
の
所

作
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
十
條
に
「
法
爾
の
道
理
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
仏
の

来
迎
は
法
爾
の
道
理
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
念
仏
の
信
仰
の
あ

る
者
に
は
、
法
爾
、
つ
ま
り
自
然
の
摂
理
と
し
て
、
弥
陀
の
御
力
が

働
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
真
理
そ
の
も
の
だ
と
い
う
意
味
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
（
本
年
３
月
、「
法
爾
大
師
」
が
宗
祖

に
加
諡
さ
れ
て
お
り
ま
す
）。

　

ま
た
、
第
十
一
條
に
「
三
心
も
南
無
阿
弥
陀
仏
、
五
念
も
南
無
阿

弥
陀
仏
、
四
修
も
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
」
と
あ
り
ま
し
て
、
三
心
も
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五
念
も
四
修
も
皆
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
統
摂
さ
れ
る
と
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
伝
法
で
も
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
三

心
・
五
念
・
四
修
に
つ
い
て
、『
末
代
念
仏
授
手
印
』
な
ど
も
す
べ

て
称
名
念
仏
に
収
め
と
ら
れ
る
、
と
あ
り
、
そ
れ
に
連
な
る
大
変
重

要
な
文
言
の
提
示
と
い
え
ま
す
。

　

第
十
二
條
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
教
学
的
に
な
り
ま
す
が
、「
ま
た

云
く
、
弘
願
と
い
え
る
は
『
大
経
』
に
説
く
が
ご
と
く
、
一
切
善
悪

の
凡
夫
、
生
ま
る
る
こ
と
を
得
る
者
は
皆
、
阿
弥
陀
仏
の
大
願
業
力

に
乗
じ
て
、
増
上
縁
と
為
さ
ざ
る
は
莫
し
」
と
あ
り
ま
す
。

　

二
祖
上
人
の
『
西
宗
要
』
に
「
我
が
宗
は
本
願
宗
な
り
」
と
言
わ

れ
た
よ
う
に
、
底
下
の
凡
夫
で
あ
る
我
々
が
、
浄
土
に
往
生
出
来
る

の
は
ひ
と
え
に
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
本
願
の
御
力
に
、
で
き
る
だ
け
大
き
な
表
現
を
使
う
の
が
、

曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
の
流
れ
で
あ
り
ま
す
。「
大
願
業
力
」
と
い
う

言
い
方
は
、
曇
鸞
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
ま
し
て
、
道
綽
も
、
そ
し
て

ま
た
善
導
大
師
も
こ
れ
を
援
用
さ
れ
、
法
然
上
人
も
大
願
業
力
と
い

う
大
き
な
表
現
を
受
領
さ
れ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
「
大
願
業
力
為
増
上
縁
」
と
受
け
と
め
る
流
れ
こ
そ
、
法
然
上
人

の
言
わ
れ
る
、
道
綽
善
導
流
の
祖
師
が
共
通
し
て
使
う
、
キ
ー
ワ
ー

ド
で
も
あ
り
ま
す
。

　

第
十
四
條
、「
ま
た
云
く
、
学
生
骨
に
な
り
て
、
念
仏
や
失
わ
ん

ず
ら
む
。」
こ
れ
も
有
名
な
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
色
紙
な
ど
に
書

か
れ
た
り
も
し
ま
す
が
、
学
問
ば
か
り
し
て
い
て
、
念
仏
自
体
の
日

課
称
名
を
怠
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
単
純
な
表
現
で
言
っ

た
、
大
変
含
蓄
に
富
ん
だ
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
に
お
い
て

も
「
も
っ
て
銘
ず
べ
し
」
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
第
十
七
條
に
触
れ
て
み
ま
す
。

「
近
頃
の
行
人
、
観
法
を
な
す
こ
と
な
か
れ
。
仏
像
を
観
ず
と
も
、

運
慶
・
康
慶
が
造
り
た
る
仏
ほ
ど
だ
に
も
、
観
じ
現
す
べ
か
ら

ず
。
極
楽
の
荘
厳
を
観
ず
と
も
、
桜
・
梅
・
桃
・
李
の
華
菓
ほ

ど
も
、
観
じ
現
さ
ん
こ
と
難
か
る
べ
し
。
た
だ
彼
の
仏
、
今
現

に
世
に
在
し
て
成
仏
し
た
ま
え
り
。
当
に
知
る
べ
し
、
本
誓
の

重
願
虚
し
か
ら
ざ
る
こ
と
を
。
衆
生
称
念
す
れ
ば
必
ず
往
生
を

得
、
の
釈
を
信
じ
て
、
深
く
本
願
を
馮た
の
み
て
一
向
に
名
号
を
唱

う
べ
し
。
名
号
を
唱
う
れ
ば
、
三
心
自
か
ら
具
足
す
る
な
り
。」

　

要
す
る
に
、
比
叡
山
（
天
台
宗
）
と
い
う
一
つ
の
権
威
が
あ
る
わ

け
で
す
が
、
そ
こ
で
修
す
る
止
観
行
な
ど
へ
の
反
論
を
含
ん
だ
説
示

で
す
。
開
目
、
閉
目
に
浄
土
の
荘
厳
が
心
底
に
あ
ら
わ
れ
る
ほ
ど
の

修
行
を
積
ま
な
く
て
も
、
た
だ
「
名
号
を
称
う
れ
ば
、
三
心
自
か
ら

具
足
す
る
」
と
い
う
言
い
方
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
又
あ
り
が
た
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い
ご
法
語
だ
と
思
い
ま
す
。

　

三
祖
の
良
忠
上
人
な
ど
も
、『
往
生
礼
讃
私
記
』
に
お
い
て
、「
仏

の
名
を
称
す
る
に
、
総
相
帰
依
の
念
あ
り
、
以
っ
て
観
察
に
属
す
」

と
示
し
、
難
し
い
観
法
を
修
す
る
中
で
得
ら
れ
る
総
相
帰
依
の
念
が
、

称
名
の
念
仏
の
み
で
も
得
ら
れ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

こ
そ
、
結
帰
一
行
の
念
仏
で
あ
っ
て
、「
三
心
も
五
念
も
四
修
も
、

皆
南
無
阿
弥
陀
仏
に
見
ゆ
る
な
り
」
と
云
う
、
法
然
上
人
の
見
解
と

一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

第
十
八
條
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、「
往
生
の
業
成
就
は
、
臨
終
平
生

に
渡
る
べ
し
。
本
願
の
文
簡
別
せ
ざ
る
故
な
り
。
恵
心
の
心
も
、
平

生
に
渡
る
と
見
え
た
り
。」
と
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
、
も
ち
ろ

ん
恵
心
僧
都
か
ら
信
を
得
、　

善
導
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
わ
け
で
す

が
、
と
に
か
く
、
往
生
の
業
の
確
定
、
こ
れ
は
曇
鸞
大
師
の
言
い
方

で
は
業
事
成
弁
、
道ど
う
綽し
ゃ
く禅
師
で
は
業
道
成
弁
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
臨
終
（
観
経
下
下
品
の
説
な
ど
）
を
含
め
、
平
生
の
念
仏
生
活
の

中
で
、
す
で
に
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
、
昨
日
の
説
明
で
は
言
及
し
き
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
申
し

上
げ
ま
し
た
が
、
日
ご
ろ
使
っ
て
い
る
、
布
教
の
現
場
で
の
大
切
な

教
説
、
用
語
と
い
う
も
の
は
、『
四
十
八
巻
伝
』
中
の
第
廿
一
巻

「
上
人
の
常
に
仰
せ
ら
れ
た
肝
要
の
法
語
、
三
十
三
箇
条
の
事
」
に

提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
改
め
て
ご
聴
講
の

諸
上
人
か
ら
の
ご
確
認
と
ご
理
解
と
を
お
願
い
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

最
後
に
、
日
常
的
生
活
レ
ベ
ル
で
の
教
示
と
し
て
、
第
三
十
條
を

ご
一
読
下
さ
い
。

「『
往
生
は
魚
食
せ
ぬ
者
こ
そ
す
れ
』
と
言
う
人
有
り
。
あ
る
い

は
、『
魚
食
す
る
者
こ
そ
す
れ
』
と
言
う
人
有
り
。
と
か
く
論

じ
け
る
を
、
上
人
聞
き
給
い
て
、『
魚
食
う
者
往
生
せ
ん
に
は
、

鵜
ぞ
せ
む
ず
る
。
魚
食
わ
ぬ
者
せ
ん
に
は
、
猿
ぞ
せ
ん
ず
る
。

食
う
に
も
よ
ら
ず
、
食
わ
ぬ
に
も
よ
ら
ず
、
た
だ
念
仏
申
す
者

往
生
は
す
る
と
ぞ
、
源
空
は
知
り
た
る
』
と
ぞ
仰
せ
ら
れ
け

る
。」

　

当
時
は
魚
を
食
べ
る
者
（
殺
生
す
る
）
は
成
仏
出
来
な
い
と
い
う

迷
信
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
法
然
上
人
は
、

お
念
仏
を
申
す
者
は
、
殺
生
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
往
生
出
来

る
と
、
は
っ
き
り
示
さ
れ
た
と
記
し
、
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
念
仏
へ
の

疑
義
を
も
と
り
込
ん
で
、
解
決
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
昨
日
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、『
選
択
集
』
等
で
開
示
さ
れ
ま

し
た
浄
土
宗
の
根
幹
の
教
義
、
宗
義
と
い
っ
た
も
の
が
人
肌
の
レ
ベ

ル
に
下
げ
ら
れ
て
、
ま
と
め
ら
れ
た
形
で
本
伝
の
三
十
三
箇
條
に
集

約
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
か
っ
た
の
で
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あ
り
ま
す
。

　

布
教
現
場
で
の
資
料
と
し
て
、
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た

い
と
存
じ
ま
す
。
昨
日
の
説
明
に
加
え
ま
し
て
、
こ
の
資
料
の
残
り

の
部
分
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

と
も
か
く
所
求
・
所
帰
・
去
行
す
べ
て
に
わ
た
る
説
示
が
、
こ
の

一
群
の
文
段
の
中
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
実
在
の
浄
土
に
向
っ
て
、
仏
の
護
り
『
阿
弥
陀
経
』
他
と
導
き

の
中
、
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
日
々
の
生
活
を
全
う
し
、
安
心
決
定
の

内
に
臨
終
の
来
迎
に
よ
っ
て
往
生
浄
土
の
素
懐
を
遂
げ
る
。
こ
う
あ

り
た
い
と
願
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

失
礼
い
た
し
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

中
野　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
に
、
き
ょ
う
は
ま
ず
10
分
間
の
補
足
を
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場
か
ら
テ
ー
マ
を
設
定
し
て

い
た
だ
き
ま
し
て
、
結
果
的
に
は
、『
四
十
八
巻
伝
』
を
主
に
利
用

さ
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
新
た
な
話
題
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
か
と
思

い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
フ
ロ
ア
の
先
生
方
か
ら
、
昨
日
ご
質
問
を
お
寄
せ
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
、
早
速
一
つ
一
つ

お
答
え
を
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
ご
回
答
次
第
で
は
、
質
問

者
の
方
に
も
ご
発
言
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

お
名
前
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
特
段
お
呼
び
し
な
い
こ
と
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

初
め
に
、
野
村
先
生
へ
の
ご
質
問
で
す
。「
法
然
上
人
の
法
服
の

修
正
に
つ
い
て
、
巻
八
第
二
段
で
僧
綱
領
が
あ
っ
た
の
は
、
天
台
僧

と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
か
、
机
の
上
に
あ
る
８
巻
の
経
巻
は
、
法

華
経
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
天
台
宗
に
配
慮
し
た
も
の

で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
回
答
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

野
村　

ご
質
問
い
た
だ
き
ま
し
た
巻
八
第
二
段
と
い
う
の
は
、
差

し
上
げ
ま
し
た
資
料
の
２
ペ
ー
ジ
目
の
⑥
に
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
法
然
上
人
の
目
の
前
に
勢
至
菩
薩
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
こ
に
あ
る
の
が
法
華
経
か
ど
う
か
と

い
う
の
は
、
確
定
は
し
ま
せ
ん
が
、
８
巻
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

同
じ
く
３
ペ
ー
ジ
の
真
ん
中
、
⑪
に
巻
七
第
一
段
「
普
賢
菩
薩
が

白
象
に
乗
り
現
る
」
を
提
示
し
ま
し
た
が
、
こ
の
と
き
も
、
法
華
三

昧
を
し
て
い
る
と
き
に
普
賢
菩
薩
が
白
象
に
乗
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
と
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い
う
詞
書
が
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
同
じ
よ
う
な
経
巻
が
８
巻
並
ん

で
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
可
能
性
が
高
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

僧
綱
領
な
の
は
、
天
台
僧
と
し
て
描
か
れ
た
か
ら
か
と
い
う
ご
質

問
で
す
が
、
ご
指
摘
の
と
お
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
白
象
が
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
法
然
上
人
も
、
や
は
り
僧
綱
領

が
立
っ
て
お
り
ま
す
。

　

天
台
宗
に
配
慮
し
た
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
天
台
的
に
描
か
れ
た
図
を
直
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う

に
見
る
の
が
普
通
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
編
者
の
舜
昌
は
、
叡
山
の
功
徳
院
の
住
僧
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
、
知
恩
院
の
八
代
の
如
一
国
師
で
あ
る
如
空
に
師
事
を

し
、
こ
う
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
、
そ
の
功
が
認
め
ら
れ
て
知
恩
院

の
第
九
世
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
つ
く
っ
た
功
で
九
世
に
な
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、

非
常
に
簡
単
に
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
か
と
も
思
う
の
で
す
が
、
も
と

も
と
比
叡
山
の
功
徳
院
の
色
濃
い
僧
だ
っ
た
こ
と
が
、
こ
う
い
う
こ

と
に
も
関
係
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
何
と
も
簡
単
に
は
申
し
上
げ

ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
可
能
性
と
し
て
は
残
る
と
思

い
ま
す
。
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　　

中
野　

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
質
問
者
の
方
、
い
か
が
で
す
か
。

よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。
も
し
、
ご
発
言
い
た
だ
け
る
の
で
あ

れ
ば
、
挙
手
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
ほ
か
の
方
で
も
結
構
で
ご

ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
。

　　

質
問
者
Ａ　

そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
も
う

１
点
ご
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
修
正
し
た
時
期
と
い
う
の
が
問
題
に
な
っ
て
く

る
わ
け
で
す
が
、
実
際
に
、
あ
れ
に
は
ど
う
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の

か
、
天
台
宗
か
ら
の
訣
別
と
い
う
こ
と
に
ま
で
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

天
台
僧
と
し
て
描
か
れ
た
ま
ま
で
は
い
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
修
正
の
意
図
と
時
期
な
ど
が
わ
か

れ
ば
、
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　　

野
村　

は
っ
き
り
申
し
上
げ
れ
ば
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
よ
く

わ
か
り
ま
せ
ん
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
補
足
の
と
こ
ろ
で
も
申
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
先
学
の
研
究
の
中
で
、
他
の
伝
記
の
絵
を

転
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

も
し
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
こ
の
部
分
も
、
も
と
も
と
僧
綱
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領
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
が
、
こ
の
絵
に
転
用
さ
れ
て
、
そ
の
と
き

に
そ
れ
が
余
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
消
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
が
い
つ
修
正
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
最
初
の

こ
ろ
に
修
正
を
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
も
う
少
し
時
代
が
下
が
っ

て
か
ら
な
の
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
ち
ょ
っ

と
決
定
的
な
根
拠
と
い
う
の
は
見
出
し
に
く
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　　

質
問
者
Ａ　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
あ
と
で
大
澤
先
生
に
も
お
答
え

い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
大
澤
先
生
の
お
話
で
は
、
鎌
倉
常
福
寺

の
「
法
然
上
人
像
」
が
描
か
れ
た
南
北
朝
時
代
ぐ
ら
い
に
は
、
も
う

天
台
の
姿
で
は
な
く
て
、
禅
宗
的
な
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
、
そ
う
す
る
と
、
こ
の
辺
り
、
大
澤
先
生
と
野
村
先
生
の

お
話
が
つ
な
が
っ
て
く
る
の
か
な
と
も
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　　

中
野　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、

時
間
の
関
係
で
こ
こ
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
同
じ
方
か

ら
大
澤
先
生
へ
の
ご
質
問
で
す
。「
禅
宗
の
衣
を
着
る
の
は
、
廬
山

に
お
け
る
中
国
式
の
導
入
と
い
う
理
解
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

大
澤
先
生
、
ご
回
答
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　　

大
澤　

ま
ず
は
、
今
の
こ
と
に
触
れ
て
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

と
、
先
ほ
ど
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、「
四
十
八

巻
伝
」
に
描
か
れ
た
法
然
上
人
と
い
う
の
は
、
天
台
衣
し
か
着
て
お

ら
れ
ま
せ
ん
。
全
部
天
台
衣
で
す
。
そ
し
て
、
天
台
衣
で
も
、
僧
綱

襟
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
の
は
、
あ
る
と
き
と
な
い
と
き
が
当
然

あ
り
ま
す
。

　

僧
綱
襟
が
付
い
て
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
立

て
て
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
こ
を
削

る
か
削
る
ま
い
が
、
ほ
と
ん
ど
問
題
な
い
こ
と
で
す
。

　

た
だ
、
そ
の
立
て
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
話
に
な
る
と
、
法
要

と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
儀
式
的
な
も
の
や
そ
れ
に
準
ず
る
も

の
の
際
に
立
て
て
お
ら
れ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
の
辺
の
襟
の

使
い
方
は
、
ち
ょ
っ
と
私
ど
も
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
立
て
て
い
る
か
寝
か
し
て
い
る
か
と
い
う
表
記
の
仕
方
に

つ
い
て
、
こ
こ
は
削
ら
れ
た
と
か
、
削
ら
れ
て
い
な
い
と
か
、
あ
る

い
は
、
僧
綱
襟
の
付
い
て
い
な
い
普
通
の
法
衣
、
例
え
ば
半
素
絹
な

ど
を
着
て
お
ら
れ
る
の
に
、
僧
綱
襟
が
付
い
て
い
る
の
は
ち
ょ
っ
と
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お
か
し
い
だ
ろ
う
と
い
う
話
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
多
分
、
絵
が
修
正

さ
れ
た
と
き
に
は
、
こ
の
場
合
に
は
お
か
し
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
浄
土
宗
、
天
台
宗
で
は
な
く
て
、
天
台

宗
と
し
て
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
で
削
っ
た
り
、
修
正
し
た
り
し
て

お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
禅
宗
系
の
衣
を
着
る
の
は
ど
う
い
う
経
過
が
あ
っ
た

た
め
か
と
い
う
話
に
つ
い
て
で
す
が
、
き
ょ
う
お
話
し
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
よ
う
に
、
一
つ
は
、
浄
土
宗
、
つ
ま
り
法
然
上
人
は
明
ら
か

に
善
導
大
師
か
ら
そ
の
教
え
を
受
け
て
偏
依
善
導
と
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
が
代
々
伝
わ
っ
て
い
く
中
で
、
き
の
う
も
申
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
な
ぜ
善
導
大
師
の
絵
が
祀
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、

『
逆
修
説
法
』
に
あ
り
ま
し
た
が
、
一
つ
は
そ
の
御
徳
に
報
い
る
た

め
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
人
と
等
し
く
な
る
た
め
で
あ

り
、「
か
し
こ
き
に
等
し
き
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
さ
れ
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
言
い
ま
す
と
、
そ
の
人
に
等
し
く
な
ろ
う
と

思
え
ば
、
当
然
、
後
の
者
の
姿
と
し
て
は
衣
も
変
わ
っ
て
い
か
ざ
る

を
得
な
い
わ
け
で
す
し
、
ま
し
て
師
子
相
承
と
い
う
思
を
な
し
て
い

る
と
す
れ
ば
、
自
然
に
法
然
上
人
を
善
導
大
師
と
同
じ
姿
で
描
こ
う

と
す
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
「
四
十
八
巻
伝
」
に
は
出
ま
せ
ん
が
、
代
々
の
伝
承
の
像
と
し
て
、

祀
ら
れ
る
法
然
上
人
像
と
い
う
画
像
は
、
す
べ
て
が
そ
う
い
う
形
式

を
と
っ
て
描
こ
う
と
す
る
思
い
が
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
個
と
し

て
の
、
法
然
上
人
自
体
は
勅
伝
な
ど
ほ
か
の
伝
記
が
ご
ざ
い
ま
す
か

ら
、
な
か
な
か
変
え
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
以
降
の
方
々
は
ど
ん
ど

ん
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

正
し
い
相
承
を
目
指
す
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
袈
裟
が
、
あ
る
い
は

衣
自
体
の
あ
り
方
が
だ
ん
だ
ん
と
今
我
々
が
使
っ
て
い
る
も
の
に
変

わ
っ
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
鎌
倉
、
あ
る
い
は
室
町
ぐ
ら

い
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　　

中
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
き
ょ
う
は
法
式
の
先
生
も
お
見

え
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
先
生
方
で
、
ど
な
た
か
ご

発
言
い
た
だ
け
る
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
、
伊
藤
先
生
、
も
う
一
度
ご
発
言
を
お
願
い
し
ま
す
。

　　

質
問
者
Ａ　

資
料
の
下
の
、
二
祖
、
三
祖
、
四
祖
は
拂
子
を
持
っ

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
善
導
大
師
も
拂
子
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
し
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ょ
う
か
。

　

大
澤　

す
み
ま
せ
ん
、『
浄
土
五
祖
図
』
は
確
認
し
て
お
り
ま
せ

ん
の
で
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
曖
昧
な
記
憶
で

す
が
、
善
導
大
師
が
拂
子
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
姿
と
い
う
の
は
、
恐

ら
く
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　　

質
問
者
Ａ　

そ
う
す
る
と
、
や
は
り
廬
山
に
お
け
る
中
国
式
の
導

入
と
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
衣
だ
け
で
は
な
く
て
、
東
堂
と

か
西
堂
と
い
っ
た
位
に
つ
い
て
も
、
浄
土
宗
は
採
用
し
て
お
り
ま
す

し
、
全
体
的
に
浄
土
宗
は
中
国
式
の
導
入
と
い
う
事
で
し
ょ
う
か
？

　　

大
澤　

す
み
ま
せ
ん
、
東
堂
や
西
堂
と
い
う
の
は
、
い
つ
ご
ろ
か

ら
採
用
さ
れ
ま
し
た
か
は
知
り
ま
せ
ん
。

　　

質
問
者
Ａ　

も
う
、
室
町
に
は
。

　　

大
澤　

浄
土
宗
の
中
で
、
は
っ
き
り
と
。

　　

質
問
者
Ａ　

は
い
、
は
っ
き
り
と
。

　　

大
澤　

あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。

　

質
問
者
Ａ　

で
す
の
で
、
そ
う
い
う
禅
宗
と
浄
土
宗
と
の
親
近
性

と
い
う
も
の
を
、
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
な
と
。

　　

大
澤　

例
え
ば
、
聖
冏
上
人
が
書
か
れ
た
書
物
の
中
に
も
、
こ
う

い
う
袈
裟
と
か
衣
に
関
し
て
は
、
明
ら
か
に
現
在
と
同
じ
よ
う
な
考

え
方
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
聖

冏
上
人
の
時
代
の
浄
土
宗
に
は
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
中
国
式
の
様
式
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
当
た
り
前
の
こ
と
と

し
て
続
い
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
は
理
解
で
き
ま
す
ね
。

　　

質
問
者
Ａ　

天
台
よ
り
も
中
国
式
の
導
入
と
い
う
も
の
に
、
浄
土

宗
自
体
が
流
れ
て
い
っ
た
と
い
う
理
解
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　　

大
澤　

ま
あ
、
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
と
き
の
袈
裟

と
か
衣
が
ど
う
い
う
形
を
と
っ
て
お
ら
れ
た
の
か
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

後
に
な
る
と
、
資
料
に
も
示
し
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
の
初
期
に

法
服
・
袈
裟
関
係
を
改
め
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
出
て
い
ま
す
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か
ら
、
一
部
で
は
禅
宗
の
も
の
を
使
っ
て
お
ら
れ
、
一
部
で
は
天
台

宗
の
衣
が
使
わ
れ
、
一
部
で
は
と
い
う
形
に
は
な
っ
て
い
っ
た
と
思

い
ま
す
。
我
々
は
、
現
代
で
も
そ
う
な
の
で
す
か
ら
、
そ
の
当
時
と

し
て
は
当
然
そ
う
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

中
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
何
か
、
最
初
か
ら
大
変
盛

り
上
が
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
大
変
う
れ
し
い
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
点
は
こ
れ
ぐ
ら
い
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
次
に
ま
い

り
ま
す
。
再
び
野
村
先
生
へ
の
ご
質
問
で
す
。「
絵
の
修
正
、
も
し

く
は
不
自
然
な
点
の
原
因
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　　

野
村　

不
自
然
な
点
や
修
正
に
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
が
あ
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
最
初
に
補
足
で
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ

う
に
、
も
し
ほ
か
の
、
例
え
ば
「
九
巻
伝
」
の
絵
が
こ
ち
ら
に
転
用

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
を
違
う
場
面
に
持
っ
て
き
て

い
ろ
い
ろ
な
修
正
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
、
非
常
に
強
く

な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
２
枚
目
の
資
料
の
下
の
ほ
う
に
挙
げ
ま
し
た
⑦
、
巻
六
第

二
段
と
第
七
段
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
こ
の
真
ん
中

で
く
っ
つ
い
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
１
枚
の
絵
を
、
真
ん
中
で
切

っ
て
二
段
と
七
段
に
分
け
て
お
り
ま
す
。

　

１
枚
続
き
の
絵
を
二
段
と
七
段
に
振
り
分
け
て
使
っ
た
と
い
う
の

が
、
ど
う
い
う
理
由
か
ら
か
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と

も
、
二
段
、
三
段
と
い
っ
た
続
き
番
号
で
は
な
く
、
分
け
た
と
こ
ろ

に
使
っ
た
こ
と
か
ら
修
正
の
必
要
が
出
て
き
た
可
能
性
も
ご
ざ
い
ま

す
。

　

そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
の
僧
綱
領
に
関
し
ま
し
て
は
、
例
え
ば
、

「
古
徳
伝
」
や
「
琳
阿
本
」
を
見
て
み
ま
す
と
、
割
と
き
ち
ん
と
区

別
し
て
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
「
四
十
八
巻

伝
」
で
は
そ
れ
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、
一
つ
考
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　　

中
野　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

野
村
先
生
へ
の
質
問
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
も
う

一
方
か
ら
の
ご
質
問
で
す
。

　
「
大
変
わ
か
り
や
す
く
、
興
味
の
わ
く
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
２
点
質
問
が
あ
り
ま
す
。
１
点
目
は
、『
四
十
八
巻
伝
』

の
絵
が
影
響
を
受
け
て
い
る
他
の
伝
記
の
絵
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
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で
し
ょ
う
か
。
い
く
つ
か
例
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
教
示
賜
り
た
く

存
じ
ま
す
。
２
点
目
は
、『
当
麻
副
本
』
が
『
知
恩
院
本
』
と
異
な

る
部
分
が
、
絵
に
も
詞
書
に
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、『
当
麻
副
本
』

の
成
立
経
緯
と
そ
の
位
置
は
ど
う
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
諸
説

あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
先
生
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

特
に
、
絵
の
違
い
は
前
か
ら
疑
問
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
先
学
の
説

も
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
教
示
賜
れ
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。
ま
た
、
昭
和

36
年
の
『
角
川
本
』
の
前
、
大
正
13
年
辺
り
に
も
絵
の
部
分
の
写
真

版
が
出
て
い
る
よ
う
で
す
。
中
外
出
版
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。」
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

野
村
先
生
、
こ
の
２
点
に
つ
き
ま
し
て
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　　

野
村　

で
は
、
付
け
足
し
の
３
点
目
の
質
問
か
ら
お
答
え
い
た
し

ま
す
。
き
の
う
、
写
真
で
出
版
さ
れ
た
も
の
の
紹
介
の
と
こ
ろ
に
は

書
い
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ご
指
摘
の
よ
う
に
、
確
か
に
大
正

13
年
に
藤
堂
祐
範
先
生
や
江
藤
澂
英
先
生
、
あ
る
い
は
井
川
定
慶
先

生
な
ど
が
中
心
に
な
っ
て
中
外
出
版
社
か
ら
「
コ
ロ
タ
イ
プ
版
」
と

い
う
も
の
が
出
て
お
り
ま
す
。

　

私
は
実
見
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
、
絵
相
全
部

が
コ
ロ
タ
イ
プ
の
写
真
に
載
っ
た
も
の
が
、
大
正
13
年
に
出
た
と
い

う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
き
の
う
ご
紹
介
し
た
の
は
、
戦
後
に
出
版

さ
れ
、
手
に
入
り
や
す
い
も
の
だ
け
と
い
う
形
に
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
の
で
、
漏
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
１
点
目
の
、「
四
十
八
巻
伝
」
の
絵
が
影
響
を
受
け

て
い
る
他
の
伝
記
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、

ち
ょ
っ
と
具
体
的
な
も
の
を
今
、
一
つ
一
つ
は
ご
提
示
で
き
ま
せ
ん

が
、
き
の
う
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
勢
至
丸
が
遊
ぶ
と
こ
ろ
な

ど
は
、「
琳
阿
本
」、「
古
徳
伝
」
に
似
た
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

影
響
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
、
同
じ
よ
う
な
ア
ン
グ
ル
と
か
、

同
じ
よ
う
に
子
ど
も
が
遊
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
似

て
い
る
と
い
え
ば
似
て
い
る
と
い
う
程
度
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が

そ
の
ま
ま
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う

い
う
影
響
は
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
絵
が
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
き
の
う
申

し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
詞
書
と
絵
の
食
い
違
い
に
つ
い
て
、
も
と

も
と
「
九
巻
伝
」
な
ど
ほ
か
の
伝
記
に
あ
る
詞
書
に
ぴ
っ
た
り
合
っ

た
絵
が
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
東
大
寺
の
棟
木
を
上
げ
る
部
分
が
「
四
十
八
巻
伝
」
に
は
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出
て
ま
い
り
ま
す
が
、「
伝
法
絵
」、「
四
巻
伝
」、
そ
れ
か
ら
「
琳
阿

本
」、「
古
徳
伝
」
な
ど
は
、
大
仏
殿
を
遠
く
か
ら
見
た
よ
う
な
図
が

描
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
「
四
十
八
巻
伝
」
と
は
全
く
違
っ

て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
作
者
の

ア
ン
グ
ル
の
と
ら
え
方
が
違
う
部
分
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の

が
混
在
し
て
い
ま
す
の
で
、
一
々
取
り
上
げ
て
統
計
ま
で
は
取
っ
て

お
り
ま
せ
ん
が
、
絵
伝
の
作
者
と
し
て
も
、
先
行
す
る
絵
伝
を
見
て

い
た
可
能
性
と
い
う
も
の
は
十
分
あ
り
ま
す
し
、
あ
え
て
同
じ
よ
う

な
も
の
を
描
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
２
点
目
の
、
当
麻
の
副
本
が
「
知
恩
院
本
」
と
異
な

る
部
分
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
過
程
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。
私
も
、
当
麻
本
と
い
う
も
の
を
ざ
っ
と
も
見
た
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
せ
ん
で
、
先
学
の
研
究
や
写
真
で
部
分
的
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
も
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
何

と
も
言
い
が
た
い
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

き
の
う
、
最
後
の
ほ
う
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、

似
た
よ
う
な
絵
の
展
開
も
あ
り
ま
す
し
、
明
ら
か
に
用
紙
が
別
な
も

の
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
忍
澂
の
「
御
伝
縁
起
」
に
は
、
最
初
に
舜
昌
が
「
四
十

八
巻
伝
」
を
つ
く
れ
と
言
わ
れ
て
、
後
伏
見
上
皇
に
そ
の
絵
伝
を
持

っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
後
伏
見
上
皇
は
そ
の
文
章
を
吟
味
し
て
、
そ

し
て
ま
た
絵
を
新
た
に
絵
所
に
任
せ
て
つ
く
ら
せ
た
と
あ
り
ま
す
。

　
「
御
伝
縁
起
」
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
一
つ
、
き
ち
ん
と
し
た
新
し

い
も
の
が
で
き
て
、
そ
し
て
今
度
は
副
本
を
つ
く
る
と
き
に
そ
の
草

稿
を
使
っ
た
、
つ
ま
り
最
初
の
下
絵
み
た
い
な
も
の
を
使
っ
た
と
い

う
よ
う
な
表
現
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
最
初
に
舜

昌
が
つ
く
っ
た
も
の
を
、
今
度
は
副
本
で
あ
る
当
麻
本
に
採
用
し
た

の
か
な
と
も
読
み
取
れ
る
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
井
川
先
生
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
明
ら
か
に
当
麻
本
は

「
知
恩
院
本
」
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
詞
書
に
い
く
つ
か
脱
漏
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

絵
に
つ
い
て
は
、
余
り
詳
し
い
差
異
と
い
う
も
の
は
出
さ
れ
て
お
り

ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
当
麻
本
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
で
き
た
か
に
つ
い
て
は
、

根
拠
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
私
か
ら
何
と
も
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
井
川
先
生
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
か
な
り
遅
く
な
っ
て

か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

例
え
ば
、
永
享
３
年
（
１
４
３
１
年
）
に
知
恩
院
の
火
災
が
あ
る

の
で
す
が
、
そ
の
後
、
文
安
元
年
（
１
４
４
４
年
）
ぐ
ら
い
に
中
原
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康
富
が
そ
の
絵
伝
を
見
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
伊
勢
兵
庫
助

亭
に
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

井
川
先
生
は
、
こ
の
知
恩
院
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
を
ほ
か
の

方
が
ご
ら
ん
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
に
火
災
の
あ
と

の
修
復
を
し
た
り
、
実
際
に
火
災
に
遭
っ
て
危
な
い
の
で
、
も
う
一

つ
つ
く
っ
た
り
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
お
っ
し

ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
が
、
こ

う
で
は
な
い
か
と
申
し
上
げ
る
ほ
ど
の
根
拠
が
ま
だ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　　

中
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
次
に
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
善

裕
昭
先
生
へ
の
ご
質
問
で
す
。
ご
質
問
の
方
に
は
、
前
段
に
少
し
詳

し
い
資
料
を
提
出
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
割
愛
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
質
問
部
分
だ
け
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
は
、「
善
人
を
す
ゝ
め
給
へ
る
所

を
ば
善
人
の
分
と
見
、
悪
人
を
勧
め
給
へ
る
所
を
ば
我
分
と
見
て
」

と
、
善
と
悪
を
同
列
で
と
ら
え
価
値
判
断
を
下
す
も
の
で
は
な
く
、

善
（
正
法
の
天
親
・
竜
樹
）
は
善
、
悪
（
末
世
以
降
の
凡
夫
、
十
悪

五
逆
ら
罪
人
）
は
悪
の
得
分
が
あ
る
と
、
両
者
を
弁
別
す
る
も
の
で

あ
る
。「
正
法
の
天
親
、
竜
樹
ら
善
人
も
往
生
、
い
わ
ん
や
末
法
以

降
の
凡
夫
、
十
悪
五
逆
ら
罪
人
も
往
生
」
と
い
う
も
の
で
は
あ
る
が
、

『
醍
醐
本
』
に
適
用
す
る
と
、「
末
法
以
降
は
ま
し
て
言
う
ま
で
も
な

い
」
と
い
う
意
味
と
な
り
、
解
釈
で
き
な
く
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。」
と
い
う
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

で
は
、
善
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

善　

大
変
、
適
切
な
ご
質
問
で
あ
り
ま
し
て
、
あ
り
が
た
く
思
い

ま
す
。
質
問
者
の
方
の
お
っ
し
ゃ
る
意
味
は
、「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ

け
る
御
詞
」
の
内
容
を
「
醍
醐
本
」
に
適
用
す
る
と
変
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
で
は
、
正
法
の
天
親
・
竜
樹
、

善
人
に
は
善
人
の
往
生
が
あ
り
、
そ
し
て
、
末
法
以
降
の
悪
人
に
は

悪
人
の
往
生
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
を
区
別
し
な
さ
い
と
い
う

だ
け
で
、
両
者
の
優
劣
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

こ
れ
を
、「
醍
醐
本
」
に
適
用
し
て
し
ま
い
ま
す
と
、
正
法
の
天

親
・
竜
樹
で
さ
え
往
生
す
る
、
い
わ
ん
や
末
法
以
降
の
悪
人
は
往
生

で
き
る
よ
と
い
う
ふ
う
に
な
り
ま
し
て
、
こ
の
「
い
わ
ん
や
」
を
入
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れ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
何
か
変
な
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す

よ
ね
。

　

正
法
の
善
人
よ
り
も
、
何
か
末
法
の
悪
人
の
ほ
う
が
い
い
か
の
よ

う
な
言
い
回
し
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
確
か
に
こ
れ
は
不
自
然
で
、

解
釈
で
き
な
く
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と
い
う
の
は
、
お
っ
し

ゃ
る
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

　

私
も
、
こ
こ
に
つ
い
て
は
ど
う
か
な
あ
と
、
心
に
引
っ
か
か
っ
て

お
っ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
を
見
事
に
突
か
れ
て
き
た

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
な
お
か
つ
、
私
が
き
の
う
の
よ

う
な
発
表
に
踏
み
切
り
ま
し
た
理
由
も
、
あ
る
程
度
の
理
由
が
ご
ざ

い
ま
す
。

　

法
然
上
人
は
、
フ
ラ
ッ
ト
な
往
生
を
語
る
、
つ
ま
り
、
平
等
往
生

で
す
ね
。
念
仏
に
よ
る
平
等
往
生
、
皆
往
生
で
き
る
よ
、
善
人
も
悪

人
も
、
男
性
も
女
性
も
往
生
で
き
る
よ
と
フ
ラ
ッ
ト
な
往
生
を
語
る

部
分
と
、
抑
揚
的
な
往
生
を
語
る
部
分
の
２
つ
が
共
存
・
共
在
し
て

い
る
点
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
醍
醐
本
」
の
「
禅
勝
房
と
の
問
答
」
に
次
の
よ
う
な

ご
法
語
が
あ
り
ま
す
。「
十
方
衆
生
の
願
の
中
に
有
智
無
知
、
有
罪

無
罪
、
善
人
悪
人
、
持
戒
破
戒
、
男
子
女
人
、
な
い
し
三
宝
滅
尽
の

後
の
十
歳
の
衆
生
漏
る
る
こ
と
な
し
」
と
。

　

つ
ま
り
、
十
八
願
の
十
方
衆
生
と
い
う
言
葉
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
人

間
が
含
ま
れ
て
、
漏
れ
る
者
は
い
な
い
よ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は

フ
ラ
ッ
ト
な
往
生
を
説
い
て
お
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
直
後
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
か
の
三
宝
滅
尽
の
と
き
の
念
仏
の
衆
生
、
当
時
の
行
者
と
比
ぶ
れ

ば
、
当
時
の
人
は
仏
の
ご
と
し
」
と
。
つ
ま
り
、
三
宝
滅
尽
の
人
と

今
の
我
々
、
法
然
上
人
の
時
代
に
お
け
る
“
今
の
我
々
”
を
比
べ
た

ら
、
我
々
は
仏
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
仏
の
よ
う
な
も
の
」
と
い
っ
て
も
、
仏
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、

あ
く
ま
で
比
喩
と
し
て
仏
の
ご
と
き
存
在
と
い
う
ぐ
ら
い
の
意
味
で

す
ね
。
つ
ま
り
、
最
低
最
悪
の
時
代
の
人
間
と
比
べ
る
と
、
我
々
は

善
人
で
も
あ
り
、
仏
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ッ
ト
な
往
生
と
抑
揚
的
な
表
現
に
よ
っ
て
語

る
往
生
が
、
法
然
上
人
の
お
言
葉
に
は
共
在
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
で
は
フ
ラ
ッ
ト
に
語
っ
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
は
、「
自
分
は
往
生
で
き
な
い
」
と
卑
下
す
る
人
に
対
し

て
こ
う
語
っ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
抑
揚
を
さ
ら
に
強
め
て
い
き
ま
し
て
、
天
親
・
竜
樹
ら
善
人

も
往
生
、
い
わ
ん
や
我
々
末
法
以
降
の
悪
人
は
当
然
往
生
で
き
る
よ

と
い
う
ふ
う
な
表
現
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い



─ 76 ─

ま
す
。「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
は
フ
ラ
ッ
ト
で
、「
醍
醐

本
」
の
悪
人
正
機
は
抑
揚
表
現
だ
と
、
前
者
の
考
え
を
後
者
に
適
用

す
る
こ
と
も
何
と
か
可
能
で
あ
る
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
一
方
で
、
ご
質
問
の
よ
う
に
、
確
か
に
ち
ょ
っ
と
ニ
ュ

ア
ン
ス
的
に
変
か
な
と
い
う
疑
念
は
、
確
か
に
私
も
持
っ
て
お
り
ま

す
。
以
上
で
す
。

　　

中
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

同
様
に
、
こ
の
悪
人
正
機
に
関
わ
る
質
問
が
き
て
お
り
ま
す
。
次

の
質
問
者
の
方
で
す
が
。「
善
先
生
へ
。
大
変
貴
重
な
研
究
成
果
を

拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

善
先
生
な
ら
で
は
の
緻
密
な
考
証
に
は
恐
れ
入
る
ば
か
り
で
す
。

　

１
点
、
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
は
、『
醍
醐
本
』
の
「
い

わ
ん
や
」
を
奮
い
立
た
せ
る
た
め
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

他
の
法
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
明
確
に
さ
れ
た
価
値
で
使
用
例
と

少
し
違
和
感
が
あ
る
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。」

　

善
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　　

善　

私
も
、
こ
の
「
奮
い
立
た
せ
る
」
と
い
う
表
現
に
は
、
自
分

で
使
っ
て
お
き
な
が
ら
ち
ょ
っ
と
ど
う
か
な
と
、
正
直
申
し
ま
す
と
、

違
和
感
を
持
ち
な
が
ら
の
発
表
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
「
奮
い
立
た
せ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
文
脈
か
ら
一
応
、
そ

の
よ
う
に
考
え
て
お
い
て
い
い
の
か
と
思
っ
て
使
っ
た
も
の
で
す
。

つ
ま
り
、
相
手
の
卑
下
を
払
拭
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
善
人
・
悪
人
観
を
「
醍
醐
本
」
に
適
用
す
る
と
、
そ
の
抑
揚
表

現
に
は
奮
い
立
た
せ
る
よ
う
な
意
味
合
い
が
入
っ
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
文
脈
か
ら
考
え
て
、
自
分
の
表
現
と
し
て
こ
の
よ
う

に
と
り
あ
え
ず
使
っ
て
み
た
と
い
う
ぐ
ら
い
の
も
の
で
す
。
確
定
的

に
こ
う
だ
と
は
、
私
も
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
で
、
確
か
に
、
私
も
違

和
感
は
残
し
て
お
る
と
こ
ろ
で
す
。

　　

中
野　

こ
れ
に
つ
い
て
、
質
問
者
の
方
、
も
し
よ
ろ
し
け
れ
ば
、

ご
発
言
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。　

　

質
問
者
Ｂ　

私
は
前
の
質
問
者
の
方
と
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
で
質
問
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

価
値
の
大
き
い
小
さ
い
と
い
う
こ
と
で
い
う
と
、
価
値
の
小
さ
い

も
の
で
も
往
生
で
き
る
、
い
わ
ん
や
中
ぐ
ら
い
の
も
の
を
や
、
い
か

に
い
わ
ん
や
大
き
い
も
の
を
や
と
い
う
形
で
進
ん
で
い
く
の
が
自
然
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だ
と
思
い
ま
す
。

　

先
生
か
ら
ご
指
示
い
た
だ
い
た
『
往
生
大
要
抄
』
や
「
一
紙
小
消

息
」
で
の
言
葉
の
使
い
方
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
や
は

り
そ
の
価
値
が
逆
転
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
に

関
し
て
、「
奮
い
立
た
せ
る
」
と
い
う
表
現
に
は
私
も
違
和
感
を
持

ち
ま
し
た
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
ご
指
導
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　　

善　

価
値
の
進
み
方
で
す
ね
。
小
さ
い
価
値
と
大
き
い
価
値
の
順

序
が
、
確
か
に
逆
転
し
ま
す
の
で
、
私
も
ち
ょ
っ
と
こ
こ
に
つ
い
て

は
も
う
少
し
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　　

質
問
者
Ｂ　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

中
野　

同
じ
質
問
者
の
方
か
ら
、
大
澤
先
生
へ
の
質
問
が
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
れ
に
行
く
前
に
、
悪
人
正
機
に
関
し
ま
し
て
、
も
う
一
方

か
ら
ご
質
問
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
「「
自
分
を
卑
下
す
る
な
」
と
い
う
こ
と
と
、「
天
親
、
竜
樹
よ
り
悪

人
で
あ
る
我
々
の
ほ
う
が
往
生
で
き
る
」
と
い
う
２
つ
の
文
に
は
、

意
味
の
差
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
上
の
口
伝
は
首
肯
で
き
る
が
、

下
の
口
伝
は
認
め
が
た
い
。」
と
い
う
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

善
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　　

善　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
適
切
な
ご
質
問
で
あ

り
ま
し
て
、
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。

　
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
の
内
容
に
は
首
肯
で
き
る
が
、

そ
れ
を
「
醍
醐
本
」
に
適
用
し
て
「
天
親
・
竜
樹
よ
り
悪
人
で
あ
る

我
々
の
ほ
う
が
往
生
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い

う
趣
旨
の
ご
質
問
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ

け
る
御
詞
」
を
「
醍
醐
本
」
に
適
用
す
る
こ
と
自
体
が
問
題
で
は
な

か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

両
者
を
関
連
付
け
る
こ
と
の
可
否
で
す
よ
ね
。
お
っ
し
ゃ
る
と
お

り
、
関
連
付
け
る
と
確
か
に
、
前
の
質
問
の
方
に
も
お
答
え
し
た
よ

う
に
、
ち
ょ
っ
と
ぎ
く
し
ゃ
く
と
し
た
面
が
あ
り
、
不
自
然
な
流
れ

が
出
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
自
身
も
、
か
な
り
揺
れ
て
お
り
ま
し
て
、
今
で
も
揺
れ
て
お
る

と
こ
ろ
は
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
私
が
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ

け
る
御
詞
」
を
「
醍
醐
本
」
に
適
用
す
る
こ
と
に
踏
み
切
り
ま
し
た

の
は
、
第
一
に
「
口
伝
」
と
い
う
表
現
が
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
「
醍
醐
本
」
に
「
口
伝
こ
れ
あ
り
」
と
あ
り
、「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
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け
る
御
詞
」
に
「
口
伝
な
く
し
て
浄
土
の
法
門
を
見
る
は
」
と
あ
り

ま
す
。
こ
の
両
者
で
は
、「
口
伝
」
と
い
う
こ
と
を
印
象
的
に
語
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
一
致
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
二
つ
の
ご
法

語
の
内
容
は
、
善
人
・
悪
人
論
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
共

通
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
似
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
の
関
係
性
を
考
え

て
み
る
の
は
、
あ
な
が
ち
不
自
然
で
は
な
い
と
、
多
少
文
脈
的
な
無

理
は
出
て
き
て
も
、
く
っ
つ
け
ら
れ
る
か
な
と
思
い
ま
し
て
、
思
い

切
っ
て
両
者
を
関
連
付
け
て
み
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
一
方
で
、
確
か
に
私
の
結
び
付
け
方
に
問
題
は
残
し
て

お
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
自
身
、
そ
う
す
っ
き
り
と
こ
の
適
用
に
満

足
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
も
う
ち
ょ
っ
と
何
か
、
こ

の
適
用
す
る
こ
と
の
可
否
を
考
証
で
き
る
よ
う
な
も
の
を
、
法
然
上

人
の
ご
法
語
か
ら
、
何
と
か
拾
い
上
げ
て
み
る
作
業
が
必
要
か
と
思

い
ま
す
。

　

や
や
不
安
を
残
し
な
が
ら
も
、
思
い
切
っ
て
適
用
し
て
み
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
大
枠
に
お
い
て
「
一
紙
小
消
息
」
と
「
醍
醐
本
」
の
両

方
を
何
と
か
無
理
な
く
整
合
性
を
持
っ
た
ま
ま
解
釈
す
る
道
が
開
け

て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
、
今
の
と
こ
ろ
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

　

中
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
質
問
者
の
方
、
も
し
よ

ろ
し
け
れ
ば
、
ご
発
言
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　　

質
問
者
Ｃ　
「
四
十
八
巻
伝
」
と
「
醍
醐
本
」
の
関
係
と
い
う
の

は
、
余
り
い
い
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、

「
醍
醐
本
」
の
内
容
と
「
四
十
八
巻
伝
」
と
は
、
相
当
違
っ
て
い
る

と
思
う
ん
で
す
。

　

お
父
さ
ん
は
、
法
然
さ
ん
が
就
学
な
さ
る
前
に
亡
く
な
っ
た
の
か
、

修
行
中
に
亡
く
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
も
違
っ
て
い
て
、
法
然
さ

ん
が
お
坊
さ
ん
に
な
る
動
機
に
つ
い
て
も
、
違
っ
た
と
ら
え
方
を
し

て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、「
四
十
八
巻
伝
」
と
「
醍
醐
本
」
と
が
近
い

関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　　

善　

お
父
さ
ん
の
死
に
関
し
ま
し
て
は
、
確
か
に
、「
醍
醐
本
」

と
「
四
十
八
巻
伝
」
で
は
違
っ
て
お
り
ま
す
。

　
「
醍
醐
本
」
の
別
伝
記
に
お
き
ま
し
て
、
お
父
さ
ん
の
死
が
比
叡

山
に
行
っ
て
い
る
こ
ろ
だ
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
る
わ
け
で
あ
り

ま
し
て
、
こ
う
い
っ
た
記
事
は
、
ほ
か
の
伝
記
に
は
な
い
わ
け
で
す

よ
ね
。「
醍
醐
本
」
の
別
伝
記
と
い
う
の
は
、
単
体
で
見
て
も
非
常
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に
特
異
な
伝
記
だ
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
、「
四
十
八
巻
伝
」
は
、「
一
期
物
語
」
を
和
文
に
直
し
て

結
構
た
く
さ
ん
採
用
し
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
関
係
性
が
薄
い

と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
お
父
さ
ん
の
死
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
確
か
に
そ
う
な
の

で
す
が
、
お
父
さ
ん
の
問
題
だ
け
に
焦
点
を
絞
っ
て
言
う
の
で
あ
れ

ば
、「
醍
醐
本
」
と
ほ
か
の
伝
記
は
す
べ
て
関
係
性
が
薄
い
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
四
十
八
巻
伝
」
や
「
九
巻
伝
」、

「
弘
願
本
」、「
琳
阿
本
」、「
本
朝
祖
師
伝
記
」
な
ど
の
す
べ
て
の
伝

記
が
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
お
父
さ
ん
の
死
に
つ
い
て
の
記
述
が
大
き
な
理
由
に

な
っ
て
く
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
両
者
の
関
係
性
が
薄
い

と
い
う
こ
と
の
根
拠
に
は
な
っ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま

す
。
む
し
ろ
、「
一
期
物
語
」
を
た
く
さ
ん
採
用
し
て
い
る
と
い
う

面
が
強
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　

質
問
者
Ｃ　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　　

中
野　

悪
人
正
機
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
方
か
ら
ご
質
問
が
ご

ざ
い
ま
し
て
、
関
心
の
高
さ
を
窺
わ
せ
ま
す
。

　

今
日
は
、
質
問
者
以
外
の
方
か
ら
で
も
、
ご
質
問
い
た
だ
け
た
ら

あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
は

い
、
ど
う
ぞ
。

　　

質
問
者
Ｄ　

善
先
生
、
貴
重
な
ご
提
言
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

私
自
身
も
、「
醍
醐
本
」
の
法
然
上
人
は
、
資
料
的
な
価
値
と
い

う
意
味
で
は
、
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
は
思

う
の
で
す
が
、
法
然
上
人
の
お
立
場
と
い
う
も
の
を
、
私
は
悪
人
正

機
と
い
う
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
適
当
な
の
か
な
と

い
う
疑
問
が
１
つ
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
意
見
を
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
こ
れ
は
私
の
考
え
で
、
法
然
上
人
が
直
接
ご
法
語
で
仰

っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
醍
醐
本
」
の
一
節
と

「
一
紙
小
消
息
」
に
つ
い
て
、
抑
止
門
と
摂
取
門
と
い
う
も
の
を
想

定
し
て
み
る
と
、
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
個
人
的

に
考
え
て
お
り
ま
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　　

善　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
、
抑
止
門
と
摂
取
門
の
問

題
で
す
が
、
先
生
の
論
文
は
私
も
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
一
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定
の
ま
と
ま
り
感
の
あ
る
非
常
に
よ
い
論
文
だ
と
思
い
ま
す
し
、
勉

強
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
、
ち
ょ
っ
と
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
果
た

し
て
抑
止
門
、
摂
取
門
の
考
え
を
適
用
で
き
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
適
用
す
る
根
拠
で
す
よ
ね
。

　

先
生
の
論
文
に
ち
ら
っ
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
法
然
上
人

は
あ
ま
り
抑
止
門
、
摂
取
門
の
こ
と
は
直
接
的
に
は
言
わ
な
い
け
れ

ど
も
と
い
う
よ
う
な
断
り
書
き
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
適
用
す
る

根
拠
が
若
干
、
弱
い
か
な
と
い
う
よ
う
な
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
言
い
ま
す
と
、
法
然
上
人
が
十
八
願
文
を
引
用
す
る
と
き

は
、「
唯
除
五
逆
、
誹
謗
正
法
」
を
一
部
の
例
外
、「
三
部
経
大
意
」

を
除
け
ば
、
引
用
さ
れ
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
し
か
し
、
そ
こ
が
抑

止
、
摂
取
の
重
要
な
根
拠
に
な
っ
て
い
る
文
章
で
あ
り
、
そ
れ
が
引

用
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
問
題
も
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
前
者
の
質
問
で
す
が
、
悪
人
正
機
と
い
う
表
現
が
妥

当
で
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
の
も
、
確
か
に
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。

後
世
に
つ
く
ら
れ
た
表
現
で
も
っ
て
語
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
い
い

の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
も
、
今
後
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
私
の
発
表
で
は
あ
く
ま
で
「
善
人
な
ほ
も
て
往
生
す
、
い

わ
ん
や
悪
人
を
や
」
と
善
人
と
悪
人
を
抑
揚
的
に
使
っ
た
、「
醍
醐

本
」
の
こ
の
表
現
に
限
っ
て
“
悪
人
正
機
”
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

浄
土
教
で
は
、
中
国
の
浄
土
教
の
と
き
か
ら
、
愚
か
な
人
間
、
凡

夫
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
対
機
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
近

い
表
現
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
そ
う
い
っ
た
も
の
ま
で
含
め
て
い
き
ま
す
と
、
悪
人
正
機

の
概
念
が
ち
ょ
っ
と
“
ふ
や
け
て
”
ま
い
り
ま
す
の
で
、
私
の
場
合

は
あ
く
ま
で
、
善
人
・
悪
人
の
抑
揚
的
な
表
現
に
限
っ
て
、
と
り
あ

え
ず
“
悪
人
正
機
”
と
表
現
し
て
い
る
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
表
現
は
あ
く
ま
で
後
世
の
造
語
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

確
か
に
考
え
て
み
る
必
要
は
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。
よ

ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　　

質
問
者
Ｄ　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

中
野　

ほ
か
に
ど
な
た
か
、
ご
ざ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　　

質
問
者
Ｅ　

善
先
生
に
ち
ょ
っ
と
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、

「
口
伝
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、「
醍
醐
本
」
に
「
口
伝
こ
れ
あ
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り
」
と
い
う
の
は
確
か
に
出
て
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
除
き
ま
し
て
、
も
う
一
つ
の
「
四
十
八
巻
伝
」、「
口
伝
な

く
し
て
浄
土
の
法
門
を
見
る
は
」、
こ
れ
は
、
初
出
が
良
忠
さ
ん
の

『
浄
土
宗
要
集
』
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
は
、
そ
れ
よ

り
も
も
う
ち
ょ
っ
と
前
、『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』
辺
り
ま
で
戻
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
「
口
伝
な
く
し
て
浄
土
の
法
門
を
見
る
は
」
と
い
う
、
こ
の
法
語

は
、
法
然
の
時
代
と
い
う
よ
り
も
、
法
然
か
ら
少
し
下
が
っ
た
門
下

の
時
代
で
な
い
と
、
こ
う
い
う
発
想
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　　

善　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
の
検
索
不
足
で
あ
り
ま
し
て
、
良
忠
上
人
の
『
浄
土
宗
要
集
』

と
『
往
生
要
集
義
記
』
ま
で
は
探
し
た
の
で
す
が
、
良
忠
上
人
の
著

書
を
す
べ
て
見
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、『
決
答
授
手
印
疑
問

鈔
』
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
初
出
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、「
口
伝
な
く
し
て
」
の
「
口
伝
」
と
い
う
表
現
が
、

門
下
の
段
階
に
な
っ
て
こ
な
い
と
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
私
も
、
こ
の
辺
り
を
ど
の
よ
う
に
判
断

し
て
い
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

門
下
に
な
っ
て
く
る
と
、
つ
ま
り
そ
う
い
う
表
現
が
は
っ
き
り
出

て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
か
。
法
然
上
人
の
段
階
も
、
少
数
で
は
あ
り

ま
す
が
、
あ
る
に
は
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
門
下
の
段
階
で
し

か
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
ど
こ
ま
で
言
え
る
か
な
と
い
う

疑
問
を
ち
ょ
っ
と
今
、
持
っ
て
お
り
ま
す
。

　

門
下
の
段
階
の
文
献
に
お
け
る
「
口
伝
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て

は
、
私
も
十
分
に
ト
レ
ー
ス
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
何
と
も
き
ち

ん
と
し
た
判
断
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
う
ち
ょ
っ
と
後
世
に

引
き
下
げ
て
見
る
べ
き
表
現
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
念
頭
に
置

い
て
、
門
下
の
文
献
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
今
、
は
っ
き
り
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　　

中
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ほ
か
に
、
ど
な
た
か
ご
ざ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
は
い
、
ど
う
ぞ
。

　　

質
問
者
Ｆ　

善
人
と
は
ど
ん
な
人
で
、
そ
れ
か
ら
悪
人
と
は
ど
ん

な
人
か
と
い
う
こ
と
を
、
基
本
的
な
こ
と
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
先
生

か
ら
ご
説
明
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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善　

善
人
・
悪
人
が
ど
う
い
っ
た
意
味
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
は
大

変
基
本
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
な
か
な
か
、
き
ち
ん
と
確
定

す
る
の
も
難
し
い
、
流
動
的
な
表
現
で
は
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
当

時
の
一
般
的
な
用
例
か
ら
大
枠
を
言
え
ば
、
悪
人
と
い
う
の
は
、
い

ろ
い
ろ
な
罪
行
を
行
っ
た
者
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

肉
食
を
す
る
、
殺
生
を
す
る
と
い
っ
た
、
一
般
的
な
生
活
形
態
の

中
で
仏
教
的
な
戒
律
を
破
っ
た
者
が
悪
人
で
す
。
そ
の
悪
人
の
ま
ま

で
は
往
生
で
き
な
い
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
善
行
を
積
ん
で
い
っ
て
、

滅
罪
し
て
善
人
と
な
っ
て
往
生
が
で
き
る
、
そ
れ
が
当
時
の
一
般
の
、

平
安
浄
土
教
世
界
に
お
け
る
善
人
・
悪
人
観
だ
と
思
い
ま
す
。
中
世

も
基
本
的
に
は
、
こ
う
い
っ
た
善
人
・
悪
人
観
が
一
般
的
か
と
思
い

ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
中
で
、
法
然
上
人
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味
に
は
使
わ

ず
に
、
ま
た
善
行
の
多
寡
で
は
余
り
言
わ
ず
に
、
時
代
の
中
に
配
置

し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
一
般
的
に
は
、
善
行

の
多
寡
に
よ
る
善
人
・
悪
人
で
す
。

　　

質
問
者
Ｆ　

戒
律
を
破
る
の
は
悪
人
で
あ
っ
て
、
破
ら
な
い
の
が

善
人
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
善
人
・
悪
人
の
捉
え
方
も

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
聖
徳
太
子
が
「
和
を
も
っ
て
尊

し
と
な
す
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
の
考
え
か
ら
し
ま
す
と
、
和
を

乱
す
者
は
い
わ
ゆ
る
悪
人
で
あ
っ
て
、
和
に
従
う
者
は
善
人
だ
と
い

う
考
え
方
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
権
力
に
逆
ら
う
者
は
全
部
悪
人
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
革

命
な
ど
を
起
こ
す
者
は
す
べ
て
悪
人
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、

権
力
に
従
順
な
人
は
み
な
善
人
な
の
だ
と
い
う
よ
う
な
捉
え
方
で
す
。

　

現
代
で
も
そ
う
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
間
の
善
人
・
悪
人
と
い
う

考
え
方
は
、
一
般
的
に
普
及
し
て
い
ま
す
し
、
宗
教
の
中
に
も
そ
れ

は
入
っ
て
い
ま
す
ね
。
旧
仏
教
な
ど
は
特
に
そ
う
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
法
然
上
人
は
権
力
の
矛
盾
し

た
と
こ
ろ
を
突
い
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
従
来
の
仏
教
は
権
力
を

利
用
し
、
国
民
を
弾
圧
し
た
り
と
い
う
こ
と
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
は
、
現
在
で
も
あ
り
ま
す
。
悪
人
と
い
う
の
は
村

八
分
に
な
っ
て
、
後
ろ
指
を
指
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
土
地

の
ム
ー
ド
に
合
っ
た
人
間
は
善
人
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
が
、
仏
教
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
も
、

善
悪
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
悩
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

善　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
善
人
・
悪
人
と
い
う
の
は
、
大
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変
流
動
的
な
概
念
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
と
き
に
よ
り
け
り
、
あ
る

い
は
そ
の
時
々
の
人
間
関
係
に
よ
っ
て
、
権
力
と
民
衆
の
間
に
も
善

人
・
悪
人
と
い
う
概
念
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

　

鎌
倉
末
期
に
権
力
に
反
抗
す
る
一
部
の
グ
ル
ー
プ
が
、
権
力
の
側

か
ら
悪
党
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
た
り
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い

っ
た
、
当
時
の
文
脈
の
中
で
の
善
人
・
悪
人
と
い
う
限
定
的
な
意
味

を
、
と
に
か
く
で
き
る
限
り
ク
リ
ア
に
す
る
よ
う
な
努
力
は
、
確
か

に
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　　

中
野　

よ
ろ
し
い
で
す
か
。

　　

質
問
者
Ｆ　

私
は
こ
の
善
人
・
悪
人
の
問
題
は
本
覚
思
想
、
更
に

は
天
皇
制
、
靖
国
神
社
の
問
題
な
ど
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に

思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
中
で
、
本
覚
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
唯
一
の
教

え
と
い
え
る
法
然
上
人
の
教
え
の
原
点
を
も
う
一
度
再
確
認
す
る
こ

と
が
大
切
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
失
礼
し
ま
し
た
。

　　

中
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

で
は
、
悪
人
正
機
の
テ
ー
マ
は
こ
こ
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
続
い
て
、
先
ほ
ど
ご
質
問
を
い
た
だ
い
た
方
か
ら
、
も
う
１
点
、

大
澤
先
生
へ
の
ご
質
問
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
「
大
変
貴
重
な
研
究
成
果
を
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
２
点
ご
指
導
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
１

点
目
は
、「
四
句
之
偈
と
の
関
係
」
と
記
さ
れ
、
福
田
行
誡
先
生
に

言
及
さ
れ
ま
し
た
が
、
大
澤
先
生
の
ご
所
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

お
教
え
く
だ
さ
い
。
２
点
目
は
、「
浄
土
五
祖
か
ら
浄
土
八
祖
へ
」

と
記
さ
れ
、
竜
樹
、
馬め

鳴み
ょ
う、

世
親
ら
に
言
及
さ
れ
ま
し
た
が
、
要
偈

道
場
に
お
い
て
、
要
偈
、
二
祖
対
面
、
二
河
白
道
と
は
別
に
掲
げ
ら

れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
聖
冏
上
人
の
十
七
祖
相

承
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ご
指
導
賜
れ
れ
ば
幸
い
で

す
。」

　

大
澤
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　　

大
澤　

ま
ず
、
四
句
之
偈
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

福
田
行
誡
先
生
の
、
前
後
に
四
句
の
偈
を
配
す
と
い
う
か
、
要
偈
道

場
の
中
で
の
二
祖
対
面
の
図
の
中
に
、
実
際
、
勅
伝
を
見
よ
う
が
、

ほ
か
の
伝
記
を
見
よ
う
が
、
そ
こ
に
四
句
之
偈
は
当
然
載
っ
て
お
り

ま
せ
ん
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
明
治
20
年
に
、「
伝
語
」
が
出
さ
れ
た
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こ
と
に
対
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
方
々
が
集
ま
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
に
、
夢
定
中
に
お
い
て
法
然
上
人
が
四
句
之
偈
を
善
導

大
師
か
ら
相
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
口
伝
、
伝
法
を
や
め
よ
う

と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
で
一
応
決
議
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
関
係
が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
自
分
の
所
見
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　
『
末
代
念
仏
授
手
印
』
の
表
紙
裏
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、

当
然
の
こ
と
、
良
忠
上
人
へ
伝
わ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
る
本
の
中
に
、

究
竟
大
乗
浄
土
門
と
い
う
も
の
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
ほ
か
の
人
々

に
伝
え
た
も
の
に
は
、
違
う
四
句
之
偈
が
載
っ
て
お
る
わ
け
で
、
あ

る
い
は
全
く
な
い
も
の
も
現
在
残
っ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
部
分
を
理
解
す
る
か

と
い
う
と
こ
ろ
が
、
ま
ず
大
事
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

自
分
で
常
々
考
え
て
お
る
こ
と
を
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
例

え
ば
、
聖
光
上
人
が
お
ら
れ
、
そ
し
て
弟
子
た
ち
が
お
ら
れ
る
と
し

ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
法
然
上
人
と
善
導
大
師
の
関
係
と
か
、
あ
る

い
は
、
善
導
大
師
か
ら
法
然
上
人
へ
相
承
さ
れ
て
い
る
伝
統
の
中
で
、

そ
れ
を
直
に
受
け
取
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
一
句
で
申
せ
と
い
う
こ

と
を
、
弁
長
上
人
が
良
忠
上
人
ら
弟
子
た
ち
皆
に
問
う
と
い
う
形
が

あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
例
え
ば
禅
宗
、
あ
る
い
は
ほ
か
の
南
都
系
の
お
寺
で
も

行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
問
答
形
式
で
、
こ
う
い
う
講

題
に
つ
い
て
答
え
を
出
せ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
を
見
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
あ
る
種
の
答
え
に
対
し
て
「
よ

し
」
と
い
う
評
価
が
出
た
り
、
同
じ
こ
と
を
言
う
と
追
い
出
さ
れ
た

り
す
る
と
い
う
の
と
似
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。

　

そ
う
い
っ
た
中
で
、
二
祖
様
が
三
祖
様
に
そ
う
い
う
問
題
を
出
し

た
と
き
に
、
三
祖
様
の
答
え
と
し
て
、
究
竟
大
乗
浄
土
門
と
い
う
考

え
方
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
の
見
方
で
あ
り

ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
生
極
楽
は
、
そ
の
念
仏
称
名
と
い
う
答
え
を
出
し
て

き
た
、
ま
た
、
綽
阿
は
「
信
仏
本
願
」
と
い
う
答
え
を
出
し
て
き
た
、

そ
う
い
う
一
つ
の
答
え
が
、
こ
の
表
書
き
の
表
紙
裏
に
書
か
れ
て
残

っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
自
分
な
り
の
受
け
取
り
方

で
す
。

　

だ
か
ら
、
二
祖
さ
ん
の
お
弟
子
さ
ん
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
一
つ
の
意

見
と
し
て
、
我
々
は
こ
う
い
う
理
解
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
現
在

ま
で
伝
わ
っ
て
き
て
い
て
、
良
忠
に
と
れ
ば
、
そ
れ
は
究
竟
大
乗
浄

土
門
で
あ
る
と
い
う
受
け
取
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
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い
か
と
思
い
ま
す
。

　

二
番
目
に
、
浄
土
五
祖
か
ら
浄
土
八
祖
へ
と
い
う
こ
と
で
、
竜
樹
、

馬
鳴
、
世
親
ら
に
言
及
さ
れ
た
が
、
要
偈
道
場
に
お
い
て
、
要
偈
、

二
祖
対
面
と
は
別
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
と
い
う
事
に

つ
い
て
は
、
別
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

現
在
で
も
、
八
祖
図
が
伝
法
用
と
し
て
残
っ
て
お
る
寺
は
い
く
つ

も
あ
り
ま
す
し
、
現
在
も
掲
げ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
若
干
で
は

あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
資
料
と
し
て
配
置
図
が
残

っ
て
い
る
か
と
言
わ
れ
ま
す
と
、
私
は
一
度
だ
け
見
た
こ
と
が
あ
る

の
で
す
が
、
今
す
ぐ
に
ど
れ
だ
と
い
う
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
の
で
、

申
し
訳
な
く
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
資
料
と
し
て
い
う
な
ら
ば
、
今
度
布
教
師
会
さ
ん
が
出
さ

れ
る
と
い
う
本
に
書
い
て
あ
っ
た
『
浄
業
信
法
決
』
と
い
う
、
隆
圓

さ
ん
の
あ
の
本
の
中
に
、
八
祖
の
次
第
を
ず
っ
と
表
記
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
大
日
比
の
西
圓
寺
か
ら
、
伝
書
と
い
う
も
の
が
や
は

り
出
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
中
に
も
、
代
々
の
八
祖
の
順
番
が
そ
の
伝

法
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
そ
し
て
自
身
に
至
っ
て
い
る
と
い
う

よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
表
記
と
し
て
、
八

祖
図
が
使
わ
れ
た
の
は
明
ら
か
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
聖
冏
上
人
の
十
七
祖
相
承
と
の
関
連
に
よ
る
も
の
で
す

か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
聖
冏
上
人
の
十
七
祖
と
い
う
の
は
、

当
然
の
ご
と
く
戒
脈
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

　

十
七
祖
と
い
う
と
、
叡
空
上
人
が
第
十
七
代
で
す
の
で
、
そ
れ
か

ら
法
然
上
人
が
袈
裟
と
十
二
門
戒
儀
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
聖
冏
上
人
が
書
か
れ
た
『
浄

土
真
宗
付
法
伝
』
に
も
、
八
祖
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
あ

る
い
は
、『
釈
浄
土
二
蔵
儀
』
に
も
八
祖
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り

ま
す
。

　

で
す
か
ら
伝
法
と
い
う
も
の
が
、
浄
土
宗
の
中
で
師
子
相
承
、
あ

る
い
は
そ
う
い
う
伝
法
が
な
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て
の
反
論
と
し

て
成
立
を
し
、
そ
の
中
で
八
祖
と
い
う
も
の
も
で
き
て
い
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
八
祖
と
い
う
も
の
を
求
め
て
い
か
れ
、
そ
れ
が
こ
の
五
重
の

中
に
用
い
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
は
思
っ
て
お

り
ま
す
。
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　　

中
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
質
問
者
の
方
が
お
ら
れ

れ
ば
、
ど
う
ぞ
。

　



─ 86 ─

　

質
問
者
Ｇ　

先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
１
点
目
に
質

問
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
ほ
か
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
先
生

が
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
を
付
け
て
お
ら
れ
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。

現
在
、
宗
学
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
者
と
し
て
は
、
歴
史
学

の
面
か
ら
し
て
ど
う
か
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

　

四
句
之
偈
に
関
し
て
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
の
資
料
と
し
て
、

ま
た
伝
法
資
料
と
し
て
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
善
導
様
か
ら

法
然
上
人
、
そ
し
て
二
祖
様
、
三
祖
様
と
い
う
形
で
四
句
之
偈
が
伝

え
ら
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、「
四
十
八
巻
伝
」
の
解
釈
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
と

思
っ
た
の
で
す
が
、「
伝
法
資
料
と
し
て
」
と
い
う
こ
と
で
挙
げ
て

お
ら
れ
た
の
で
、
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
を
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
関

し
て
疑
問
を
持
ち
、
質
問
書
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
十
七
祖
相
承
に
関
し
て
は
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本

に
聖
冏
上
人
が
お
つ
く
り
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ

っ
て
お
ら
れ
た
、
叡
空
様
か
ら
数
え
て
十
七
祖
と
、
質
問
と
は
ち
ょ

っ
と
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

　

八
祖
に
関
し
て
で
す
が
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
教
学
相

承
と
し
て
の
八
祖
を
掲
げ
ら
れ
て
お
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
今
で
も
、

実
際
に
関
西
の
ほ
う
な
ど
で
は
、
教
学
相
承
の
八
祖
を
掲
げ
ら
れ
て

い
る
五
重
相
伝
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
不

勉
強
で
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　　

大
澤　

自
分
の
周
り
の
寺
に
は
八
祖
図
が
ち
ゃ
ん
と
ご
ざ
い
ま
す

し
、
そ
れ
は
五
重
用
と
し
て
セ
ッ
ト
で
な
っ
て
お
り
ま
す
。
掲
げ
て

お
っ
た
の
も
事
実
で
す
。

　

た
だ
、
現
在
も
掲
げ
て
い
る
か
と
言
わ
れ
ま
す
と
、
掲
げ
て
お
り

ま
せ
ん
。
昔
は
そ
う
い
う
説
明
を
し
て
お
ら
れ
た
の
は
事
実
で
す
し
、

伝
書
の
中
に
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
申
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
の
と
、
ほ
か
の
お
寺
に
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
お
り
ま
す
。

　

四
句
之
偈
の
話
も
、
先
ほ
ど
言
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
ク
エ

ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
を
付
け
て
お
く
の
も
変
な
の
で
す
が
、
現
在
の
五

重
の
中
で
、
い
か
に
も
そ
の
四
句
之
偈
が
す
べ
て
善
導
大
師
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
伝
え
て
い
く
、
伝
法
の
あ
り

方
を
改
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

確
か
に
、
伝
統
的
に
室
町
時
代
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
黒
谷
に
あ

る
伝
法
の
本
、
伝
書
と
か
に
は
、
明
ら
か
に
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、『
浄
土
宗
伝
灯
輯
要
』
の
中
の
諸
本
を
見
ま
し
て
も
、
確

か
に
、
そ
の
辺
の
こ
と
が
少
し
書
か
れ
た
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
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そ
れ
で
も
、
や
は
り
や
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
な
と
い
う
の
が
、

素
直
な
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　　

質
問
者
Ｇ　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　　

中
野　

で
は
、
フ
ロ
ア
の
方
で
、
ご
発
言
い
た
だ
け
る
方
が
お
ら

れ
れ
ば
、
ど
う
ぞ
。

　　

質
問
者
Ｆ　

大
澤
先
生
に
ま
た
お
願
い
し
ま
す
。
こ
こ
に
、
い
わ

ゆ
る
往
生
の
こ
と
に
つ
い
て
、
元
祖
さ
ん
と
二
祖
さ
ん
の
話
が
出
て

い
ま
す
が
、
浄
土
宗
に
限
ら
ず
、
高
僧
伝
な
ど
を
読
み
ま
す
と
、
臨

終
の
姿
と
い
う
も
の
は
き
れ
い
に
飾
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
深
貝
先
生
が
生
前
、
大
病
を
さ
れ
て
入
院
中
の
こ
と
な

の
で
す
が
、
あ
る
時
、
私
が
病
室
に
訪
ね
て
ゆ
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、

先
生
が
「
私
は
あ
る
日
、
ぼ
ー
っ
と
し
て
い
る
と
き
に
、
黄
金
の
、

き
れ
い
に
輝
く
雲
の
間
か
ら
、『
そ
な
た
の
来
る
場
所
は
設
け
て
あ

る
か
ら
、
安
心
し
て
来
る
が
よ
い
』
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
。
そ
れ

は
阿
弥
陀
様
の
声
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
聞
い
て
か
ら

と
い
う
も
の
、
今
ま
で
の
病
気
に
対
す
る
不
安
が
ス
ー
ッ
と
な
く
な

っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
仰
い
ま
し
た
。

　

大
澤
先
生
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
か
。

　

中
野　

大
澤
先
生
、
今
の
ご
質
問
に
対
し
て
、
ご
回
答
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　　

大
澤　

難
し
い
話
で
す
ね
。
確
か
に
、「
往
生
伝
」
な
ど
を
見
て

い
る
と
、
瑞
相
な
ど
の
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
と
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

三
昧
発
得
す
る
と
か
い
う
話
も
大
分
出
て
き
ま
す
し
、
各
宗
の
往
生

伝
や
伝
記
を
見
ま
し
て
も
、
や
は
り
そ
う
い
う
お
姿
が
た
く
さ
ん
出

て
ま
い
り
ま
す
。

　

も
し
、
お
一
人
、
普
段
で
も
、
あ
る
い
は
臨
終
の
と
き
で
も
、
本

当
に
三
昧
を
得
た
と
い
う
方
が
お
ら
れ
た
ら
、
多
分
、
そ
れ
で
信
仰

と
い
う
も
の
は
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
を

い
う
な
ら
、
一
人
で
も
二
人
で
も
、
本
当
は
ど
ん
ど
ん
出
て
き
て
い

た
だ
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。「
本
当
に
そ
う
で
す
よ
」

と
い
う
こ
と
を
言
え
た
ら
、
そ
れ
で
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
深
貝
先
生
が
そ
う
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　　

中
野　

そ
れ
で
は
、
次
の
質
問
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
次
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の
ご
質
問
は
、
粂
原
先
生
に
対
し
て
の
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
「
こ
れ
か
ら
仏
教
は
ど
う
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
、
お
教
え
く
だ
さ

い
。」
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
抽
象
的
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
粂

原
先
生
へ
の
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。　

　

粂
原　

そ
れ
で
は
、
か
い
つ
ま
ん
で
お
話
し
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

私
の
所
感
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
昨
年
ま
で
数
年
間
、
柴
田

哲
彦
理
事
長
の
も
と
に
、
全
国
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
浄
土
宗
の
布
教
師
会

等
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
、
ま
た
講
評
な
ど
を
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

私
が
そ
の
中
で
気
付
い
た
の
は
、
や
は
り
、
浄
土
宗
の
布
教
と
い

う
も
の
は
、
全
世
涯
に
わ
た
る
「
生
き
方
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
べ
き
だ
、
と
云
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
お
念
仏
に
よ
っ
て
、
現
当

二
世
に
わ
た
る
大
き
な
躍
動
、
つ
ま
り
ご
本
願
に
導
か
れ
て
成
り
立

つ
、
方
向
づ
け
ら
れ
る
人
生
、
そ
こ
に
し
っ
か
り
と
自
信
を
持
っ
て

着
地
し
な
が
ら
檀
家
を
導
い
て
ゆ
く
。
こ
れ
こ
そ
が
、
基
本
的
な
意

識
と
し
て
重
要
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　

我
々
浄
土
宗
は
、
い
わ
ゆ
る
菩
薩
行
を
す
る
主
体
で
は
な
い
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
あ
く
ま
で
菩
薩
に
利
他
さ
れ
る
他
者
で
あ
り
ま
し
て
、

「
衆
生
無
辺
請
願
度
」
に
お
け
る
衆
生
で
あ
り
ま
す
。「
度
す
る
」
ほ

う
で
は
な
く
て
、「
度
さ
れ
る
」
ほ
う
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
、
ま

ず
自
覚
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

五
種
正
行
と
い
う
、
善
導
大
師
が
『
観
経
疏
』・
散
善
義
で
打
ち

出
し
た
称
名
念
仏
を
中
心
と
す
る
五
つ
の
行
こ
そ
が
、
浄
土
宗
に
お

け
る
凡
夫
相
応
の
行
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
五
種
正
行
に
は
、
第
一
の
読
誦
正
行
に
つ
づ
い
て

観
察
正
行
と
い
う
も
の
が
第
二
に
出
て
き
ま
す
。「
観
念
の
念
に
も

あ
ら
ず
」（「
一
枚
起
請
文
」）、
と
法
然
上
人
は
示
し
て
お
ら
れ
る
の

に
、
こ
こ
で
観
察
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
と
、
私
も
学
生
か
ら
質
問
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
観
察
と
い
う
の
は
、
非
常
に
細
密
に
観
想
す
る
天

台
の
摩
訶
止
観
、
つ
ま
り
サ
マ
タ
（sam

ata

）、
ビ
パ
シ
ャ
ナ

（vipassanā

）
と
い
う
高
度
な
止
観
行
と
は
違
い
ま
し
て
、
概
念
と

し
て
、
心
の
拠
り
所
と
し
て
浄
土
と
い
う
も
の
を
有
相
（
形
あ
る
も

の
）
と
し
て
取
り
入
れ
、
凡
夫
に
お
け
る
欣
慕
の
心
情
を
た
か
め
る

（『
法
然
上
人
研
究
』
藤
堂
恭
俊
）
の
が
目
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
理
解
は
、
法
然
上
人
の
遺
文
、『
三
心
料
簡
の
事
』
に
も

示
さ
れ
て
お
り
、
我
々
布
教
者
は
、
し
っ
か
り
と
確
認
し
て
お
き
た

い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
浄
土
に
向
っ
て
、
徹
底
し
て
人
生
の
最
期
の
帰
着
点
を
見
出

し
、
念
仏
を
す
る
日
々
を
送
る
、
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
れ
が
浄
土
宗
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の
要
諦
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
浄
土
に
つ
い
て
、
正
依
の
経
論
「
三
経
一
論
」
の
一
論
と
し

て
法
然
上
人
が
ご
指
定
さ
れ
た
『
往
生
論
』
に
よ
り
ま
す
と
、
最
初

に
「
勝
過
三
界
道
」、
つ
ま
り
物
質
的
存
在
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に

あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
三
種
二
十
九
句
の
有
相
荘

厳
と
し
て
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
浄
土
は
時
空
を
超
え
た
世
界
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々

の
最
期
の
拠
り
所
と
す
る
真
善
美
の
具
現
し
た
世
界
で
も
あ
り
、
し

か
も
眼
識
に
応
じ
る
、
有
想
の
浄
土
と
し
て
説
か
れ
得
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
浄
土
を
実
在
と
し
て
受
け
と
め
、
ひ
た
す
ら
欣
求
す

る
、
そ
れ
が
浄
土
宗
乗
の
紛
れ
も
な
い
、
構
造
で
あ
ろ
う
と
思
う
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
善
行
が
ま
た
、
異
類
の
助
行
等

に
な
り
ま
し
て
、
念
仏
を
支
え
ま
す
。

　

ご
法
語
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、「
衣
食
住
の
三
は
、
念
仏
の
助

業
な
り
」
と
い
う
生
活
を
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
あ
り

ま
す
。

　

そ
の
中
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
導
き
の
力
と
し
て
、
あ
る
い
は
影

護
す
る
力
と
し
て
現
実
界
に
あ
ら
わ
れ
る
。
随
遂
影
護
（『
観
念
法

門
』）
と
い
っ
た
言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
中
で
よ
り
よ
き
人

格
、
人
生
が
築
か
れ
（
十
二
光
仏
の
功
徳
等
）、
最
期
臨
終
に
は
、

人
生
の
目
的
で
あ
る
極
楽
浄
土
に
往
生
を
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
ょ
う
。

　

結
帰
一
行
の
念
仏
の
中
に
日
々
を
送
る
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
る

と
い
う
こ
と
が
、
大
変
重
要
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
現
世
で
の
「
生
き
方
」「
精
神
的
依
り

所
」
を
明
確
に
含
ん
だ
来
世
へ
の
道
筋
こ
そ
、
あ
る
べ
き
浄
土
の
教

え
、
仏
教
の
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

往
生
浄
土
と
は
我
々
が
人
間
と
し
て
存
在
し
た
以
上
、
目
指
す
べ

き
法
爾
の
道
理
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
以
上
を
も
っ
て
、
小
結
と
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

　　

中
野　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

以
上
で
、
質
問
用
紙
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
方
々
に
つ
き
ま
し
て

は
、
各
パ
ネ
ラ
ー
の
方
々
か
ら
の
ご
回
答
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
時
間
も
迫
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

昨
日
、
本
日
と
両
日
に
わ
た
り
ま
し
て
、「
法
然
上
人
伝
に
つ
い

て
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
、
教
学
院
、
総
合
研
究
所
、
そ
し
て

法
式
教
師
会
、
さ
ら
に
は
浄
土
宗
布
教
師
会
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か

ら
、
ご
登
壇
い
た
だ
き
ま
し
て
ご
発
言
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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ま
た
、
４
名
の
方
々
が
い
ず
れ
も
『
四
十
八
巻
伝
』
を
題
材
に
取

り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場
か
ら
具
体
的
な

ご
提
言
を
い
た
だ
い
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

少
し
お
時
間
を
頂
戴
し
ま
し
て
、
私
の
ほ
う
か
ら
ま
と
め
を
申
し

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
の
始
ま
り
の
と
き
に
、
法
然
上
人
の
７
５
０
年
の
御
遠
忌
の

際
の
、
法
然
上
人
研
究
、
あ
る
い
は
法
然
上
人
伝
に
関
わ
る
、
い
ろ

い
ろ
な
書
籍
の
出
版
な
ど
も
あ
っ
て
、
宗
内
が
非
常
に
盛
り
上
が
っ

た
と
い
う
よ
う
な
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

昨
日
、
今
日
に
わ
た
り
ま
し
て
、
各
お
立
場
か
ら
こ
の
よ
う
な
ご

提
言
を
い
た
だ
い
て
、
さ
ら
に
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
深
く
、
こ

れ
か
ら
の
御
遠
忌
を
過
ぎ
た
あ
と
の
こ
と
ま
で
考
え
て
み
ま
す
と
、

き
っ
と
来
年
の
今
ご
ろ
は
、
ご
祥
当
の
期
日
を
過
ぎ
て
い
る
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
次
の
御
遠
忌
に
向
け
て
と
い
い
ま
す
か
、
一
つ
の
節
目

と
し
て
と
ら
え
る
際
に
、
ど
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
な
と
い
う

よ
う
な
思
い
で
お
聞
き
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
や
は
り
こ
こ
十
数
年
の
間
で
、
私
が
一
番
大
き

な
転
機
と
し
て
と
ら
え
て
お
り
ま
す
の
は
、
藤
堂
恭
俊
台
下
、
藤
堂

先
生
の
古
希
記
念
と
し
て
、『
浄
土
宗
典
籍
研
究
』
と
い
う
ご
本
が

出
版
さ
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
際
に
、
資
料
編
と
し
て
『
醍
醐
本
』
を
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し

て
、
先
生
ご
自
身
が
綿
密
な
校
訂
を
さ
れ
、
そ
し
て
各
ご
専
門
の
先

生
方
に
ご
執
筆
を
依
頼
さ
れ
、
宗
の
内
外
に
お
い
て
、
こ
の
『
醍
醐

本
』
と
い
う
も
の
の
資
料
的
価
値
と
い
う
も
の
が
改
め
て
認
識
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
が
、
そ
の
後
の
法
然
上
人
伝
の
研
究
、
あ
る
い
は
ご
法

語
の
重
要
性
を
確
認
す
る
こ
と
へ
の
道
を
開
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
か

な
と
思
い
な
が
ら
、
実
は
、
昨
日
、
今
日
と
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た

わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
例
え
ば
大
橋
俊
雄
先
生
に
よ
っ
て
、
岩
波
文
庫
と
し
て

『
法
然
上
人
絵
伝
』
上
下
が
、
浄
土
宗
と
し
て
初
め
て
岩
波
書
店
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
、
出
版
を
さ
れ
ま
し
て
、
多
く
の
人
々
に
法
然
上

人
伝
記
と
い
う
も
の
が
普
及
し
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
な
こ

と
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
ま
た
、
今
日
で
は
総
合
研
究
所
を
中
心
に
、
こ
の
『
四
十

八
巻
伝
』
の
現
代
語
訳
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
よ

う
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
ま
さ
に
、
ま
た
こ
の
８
０
０
年
大
遠
忌
を
中

心
と
し
て
、
今
後
法
然
上
人
伝
の
事
柄
を
題
材
と
し
た
ご
研
究
や
布

教
の
活
動
、
あ
る
い
は
ま
た
、
法
式
の
分
野
か
ら
の
取
り
組
み
な
ど
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が
、
い
ろ
い
ろ
と
行
わ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
感
ず
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
が
、
昨
日
、
基
調
講
演
を
賜
り
ま
し
た
中
井
真
孝
先
生
の
お
話

を
お
聞
き
し
な
が
ら
一
番
感
じ
ま
し
た
こ
と
は
、『
四
十
八
巻
伝
』

に
つ
い
て
言
え
ば
、
舜
昌
の
編
集
の
姿
勢
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
面
受
の
弟
子
で
あ
っ
た
方
々
の
実
録
を
中
心
と
し
よ
う

と
か
、
あ
る
い
は
、
了
恵
道
光
の
『
語
灯
録
』
な
ど
の
信
憑
性
の
あ

る
資
料
を
も
と
に
所
収
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
姿
勢

を
見
る
限
り
に
お
い
て
、
非
常
に
『
四
十
八
巻
伝
』
の
資
料
的
な
性

格
と
い
う
も
の
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
の
か
な
と
も
思
い
な
が
ら
聞

か
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
基
調
講
演
の
中
に
お
い
て
は
、
数
々
の
新
し
い
知
見
を

ご
提
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、『
琳
阿
本
』
が
初
期
の
数
々

の
法
然
伝
と
の
成
立
期
の
関
係
を
も
っ
て
、
今
後
大
い
に
も
う
一
度

見
直
し
を
図
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
る
な
と
い
う
件
が
ご

ざ
い
ま
す
。

　

恐
ら
く
、
従
来
、
い
ろ
い
ろ
と
言
わ
れ
て
き
た
法
然
上
人
伝
の
研

究
を
、
再
度
見
直
し
て
、
一
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
か
な
と
思
わ
れ
る
点
な
ど
、
数
々
含
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
え
ま
す
と
、
一
つ
の
私
な
り
の
視
点
と
し

て
は
、
法
然
上
人
伝
に
お
け
る
虚
構
と
真
実
、
要
す
る
に
、
先
ほ
ど

来
、
ず
っ
と
野
村
先
生
の
ほ
う
か
ら
絵
の
信
憑
性
、
あ
る
い
は
詞
書

の
問
題
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
ご
指
摘
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、『
四

十
八
巻
伝
』
そ
の
も
の
も
、
非
常
に
信
用
に
足
る
部
分
が
多
い
の
で

は
な
い
か
と
さ
え
思
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
絵
と
い
う
部
分
に
お
い
て
は
、
や
は
り
ま
だ
ま

だ
い
ろ
い
ろ
と
疑
問
に
思
う
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
、

要
す
る
に
、
法
然
上
人
伝
全
般
に
つ
い
て
、
ど
の
部
分
ま
で
真
実
と

し
て
受
け
止
め
、
ど
う
い
う
部
分
を
虚
構
と
す
る
か
を
分
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
う
潤
色
が
施
さ
れ
て
順
々
に
成
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
従
来
か
ら
三
田
全
信
先
生
等
々
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
き
て
お

り
ま
す
が
、
や
は
り
そ
ろ
そ
ろ
、
そ
う
い
う
こ
と
が
か
な
り
の
部
分

で
峻
別
し
て
い
け
る
よ
う
な
時
代
を
迎
え
て
き
た
の
か
な
と
い
う
こ

と
を
、
昨
日
の
基
調
講
演
、
中
井
先
生
の
お
話
と
、
壇
上
に
両
日
登

ら
れ
ま
し
た
４
名
の
先
生
方
の
お
話
を
伺
っ
て
感
じ
た
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

私
ど
も
も
、
今
後
研
究
を
し
て
い
く
際
、
あ
る
い
は
布
教
の
題
材

と
し
て
い
た
だ
く
際
に
、
ま
だ
ま
だ
課
題
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
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ど
う
ぞ
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
専
門
の
分
野
で
、
今
後
と
も
こ
の
大
遠
忌
を

一
つ
の
機
会
と
い
た
し
ま
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
本
日
の
こ
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
を
足
掛
か
り
に
い
た
し
ま
し
て
、
法
然
上
人
の
御

伝
に
つ
き
ま
し
て
、
ま
す
ま
す
進
展
し
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り

ま
す
。

　

そ
の
こ
と
を
心
か
ら
念
じ
ま
し
て
、
ま
た
、
ま
こ
と
に
つ
た
な
い

司
会
で
、
ご
迷
惑
を
多
く
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
こ
と
を
、
深
く
お

詫
び
い
た
し
ま
し
て
、
昨
日
、
本
日
と
の
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
閉

じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
拍
手
）

　

進
行
（
安
達
）　

私
ご
と
な
が
ら
、
布
教
師
養
成
講
座
の
講
師
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、
受
講
生
の
方
か
ら
「
四
十
八
巻

伝
」
を
布
教
に
ど
の
よ
う
に
活
用
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
、
ど
の

部
分
が
布
教
に
利
用
で
き
る
で
し
ょ
う
か
と
い
う
よ
う
な
ご
質
問
を

時
々
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
か
な
か
、
こ
の
部
分
と
い
う
ふ
う
に
す
ぐ
に
お
出
し
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
す
が
、
や
は
り
そ
う
い
う
も
の
を
ま
と
め
て
い
く

必
要
も
あ
る
か
な
と
い
う
こ
と
も
感
じ
な
が
ら
、
今
、
聞
い
て
お
り

ま
し
た
。

　

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
同
称
十
念
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
同
称
十
念
。

（
同
称
十
念
）

　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
も
う
一
度
、
パ
ネ
ラ
ー
の

先
生
方
に
拍
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
拍
手
）

（
了
）
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は
じ
め
に

　

平
安
時
代
後
期
の
南
都
浄
土
教
を
代
表
す
る
祖
師
の
一
人
、
禅
林

寺
永
観
律
師
（
以
下
永
観
）
は
様
々
な
点
よ
り
研
究
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
と
仏
身
観
に
関
す
る
研
究
は
以
前
か
ら
あ
ま
り
な
さ
れ
て

い
な
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
現
存
す
る
著
書
で
あ
る
『
往
生
拾

因
』（
以
下
『
拾
因
』）
な
ら
び
に
『
往
生
講
式
』
に
直
接
的
な
記
述

が
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

筆
者
は
以
前
、
永
観
が
所
属
し
て
い
た
三
論
宗
の
教
学
と
い
う
限

定
さ
れ
た
一
部
分
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た１

。
そ
の
結
果
、
永

観
は
複
数
の
阿
弥
陀
仏
の
仏
身
を
意
識
し
て
い
る
も
の
の
、
記
述
の

異
同
は
不
二
而
二
の
関
係
に
あ
る
本
迹
二
身
の
開
合
の
異
な
り
で
し

か
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た２

。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
本
発
表
で
は
、『
拾
因
』
第
八
因
に
あ

る
『
安
楽
集
』
の
引
用
箇
所
よ
り
再
び
仏
身
仏
土
観
の
考
察
を
試
み

た
い
。
な
お
、『
拾
因
』
に
は
真
言
密
教
や
如
来
蔵
思
想
等
の
影
響

も
散
見
で
き
る
も
の
の
、
永
観
自
ら
三
論
宗
と
名
乗
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
よ
り
、
本
論
で
は
主
に
三
論
教
学
（
具
体
的
に
は
吉
蔵
）
の
著

作
を
用
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

問
題
の
所
在

　
『
拾
因
』
第
八
因
に
『
安
楽
集
』
よ
り
「
渡
河
着
脱
の
比
喩
」
が

引
用
さ
れ
て
い
る３

。
こ
れ
は
、
怨
族
が
剣
を
抜
い
て
命
を
奪
お
う
と

襲
っ
て
く
る
の
に
遭
っ
た
人
が
河
岸
に
ま
で
逃
げ
て
き
て
、
そ
こ
で

河
を
渡
っ
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
も
、
河
を
渡
る
に
際
し
て
衣
服
を
脱

い
で
渡
ろ
う
に
も
脱
衣
し
て
い
る
時
間
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
着
衣

永
観
の
仏
身
仏
土
観

─
『
往
生
拾
因
』「
第
八
因
」
の
『
安
楽
集
』
引
用
箇
所
を
中
心
に
─朝　

岡　

知　

宏
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の
ま
ま
渡
れ
ば
溺
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
迷
い
な
が
ら
も
、
対
岸
に
向

か
う
心
に
は
全
く
他
念
が
な
い
、
と
い
う
比
喩
で
あ
る
。『
安
楽
集
』

や
『
拾
因
』
で
は
、
こ
の
怨
族
に
追
わ
れ
る
人
と
同
様
に
、
行
者
は

念
々
に
散
乱
せ
ず
に
所
念
の
対
象
に
専
至
相
続
し
た
な
ら
仏
前
に
生

ず
る
、
と
説
い
て
い
る
。『
安
楽
集
』
と
『
拾
因
』
の
該
当
部
分
を

下
段
に
示
す
。

　

こ
の
表
を
見
る
と
『
拾
因
』
で
は
正
確
に
引
用
せ
ず
に
、
全
体
的

に
簡
略
化
し
、
語
句
を
若
干
改
変
し
て
い
る
。
特
に
後
半
部
に
あ
る

「
所
念
の
対
象
」
に
注
目
す
る
と
、

『
安
楽
集４

』

『
往
生
拾
因５

』

譬
如
有
人
於
空
曠
迥
處
値
遇

怨
賊
拔
刀
奮
勇
直
來
欲
殺
此

人
徑
走
視
渡
一
河
未
及
到
河

即
作
此
念
我
至
河
岸
爲
脫
衣

渡
爲
著
衣
浮
若
脫
衣
渡
唯
恐

無
暇
若
著
衣
浮
復
畏
首
領
難

全
爾
時
但
有
一
心
作
渡
河
方

便
無
餘
心
想
間
雜

譬
如
有
人
空
曠
迥
處
値
遇
怨

賊
抜
劔
奮
勇
直
來
欲
取
其
人

到
走
規
渡
一
河
即
作
此
念
我

至
河
岸
爲
脫
衣
渡
爲
著
衣
渡

若
著
衣
納
恐
不
得
過
若
脫
衣

納
恐
不
得
暇
但
有
此
念
更
無

他
念

行
者
亦
爾
念
阿
彌
陀
佛
時
亦

如
彼
人
念
渡
念
念
相
次
無
餘

心
想
間
雜
或
念
佛
法
身
或
念

佛
神
力
或
念
佛
智
慧
或
念
佛

毫
相
或
念
佛
相
好
或
念
佛
本

願
稱
名
亦
爾

行
者
亦
爾
念
念
相
次
無
餘
心

雜
或
念
法
身
或
念
佛
智
或
念

白
毫
或
念
光
明
或
念
本
願
或

念
寳
地
稱
名
亦
爾

　
『
安
楽
集
』

　
『
拾
因
』

或
念
仏
法
身

或
念
法
身

第
九
因

或
念
仏
神
力

或
念
仏
智
慧

第
九
因

或
念
仏
智
慧

或
念
白
毫

第
四
因

或
念
仏
毫
相

或
念
光
明

第
四
因

或
念
仏
相
好

或
念
本
願

第
十
因

或
念
仏
本
願

或
念
宝
地

第
八
因

（
称
名
亦
爾
）

（
称
名
亦
爾
）

（
第
八
因
）
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と
な
っ
て
お
り
、「
仏
神
力
」
を
削
り
、
代
わ
り
に
「
宝
地
」
を
加

え
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
大
谷
旭
雄
氏
は

　

永
観
は
「
渡
河
着
脱
の
比
喩
」
に
明
か
さ
れ
る
所
観
（
所

念
）
の
対
象
に
も
と
づ
い
て
、
十
因
の
う
ち
、
第
四
、
第
八
、

第
九
、
第
十
、
の
四
因
の
要
因
と
し
て
採
用
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
永
観
が
こ
の
比
喩
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
を

説
く
『
安
楽
集
』
等
の
中
に
記
さ
れ
て
い
な
い
「
宝
地
」
を
所

観
の
境
界
と
し
て
別
に
加
入
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
こ
と
を
う

ら
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う６

。 

と
述
べ
る
に
留
め
て
い
る
。
で
は
、「
渡
河
着
脱
の
比
喩
」
を
引
用

す
る
に
あ
た
り
、「
所
念
の
対
象
」
の
内
、「
仏
神
力
」「
相
好
」
を

省
略
し
、
替
わ
り
に
「
光
明
」「
宝
地
」
を
加
え
た
意
図
は
ど
こ
に

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

吉
蔵
『
観
行
義
疏
』
に
お
け
る
観
仏

　

永
観
は
『
拾
因
』
の
中
で
複
数
の
仏
身
を
意
識
し
て
説
い
て
い
た

こ
と
を
踏
ま
え
「
所
念
の
対
象
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ

れ
が
ど
の
仏
身
に
相
当
す
る
か
を
三
論
教
学
、
特
に
吉
蔵
『
観
無
量

寿
経
義
疏
』（
以
下
『
観
経
義
疏
』）
を
中
心
に
見
て
い
く
。
永
観
の

場
合
、
三
論
宗
の
教
義
書
と
し
て
本
来
ま
ず
検
討
す
べ
き
は
玄
叡

『
大
乗
三
論
大
義
章７

』
で
あ
る
が
、
こ
と
仏
身
論
に
関
し
て
は
そ
の

記
述
の
ほ
と
ん
ど
が
『
大
乗
玄
論
』
等
の
吉
蔵
の
著
作
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
、
語
義
等
の
点
で
は
ほ
ぼ
吉
蔵
の
所
説
と
異
同
は
な
い
。

ま
た
、
平
井
俊
榮
氏
が
吉
蔵
教
学
の
特
徴
と
し
て

所
依
と
す
る
経
典
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
そ
の
立
場
に
応
じ
て

種
々
な
解
釈
を
施
し
、
一
定
し
た
定
義
の
よ
う
な
も
の
は
見
出

し
に
く
い
。
こ
れ
は
、
特
定
の
学
説
や
見
解
に
固
執
す
る
こ
と

を
嫌
い
、
一
つ
の
主
題
を
常
に
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
し
、
幾

通
り
に
も
表
現
す
る８

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
蔵
は
そ
の
著
作
の
中
で
様
々
な
説
を
並

置
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
よ
り
考
え
、
多
数
あ
る
著
作
の
中
よ
り
、

特
に
阿
弥
陀
仏
の
仏
身
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
『
観
経
義
疏
』
の
記

述
を
も
と
に
検
討
を
試
み
る
。

　

吉
蔵
は
『
観
経
義
疏
』
の
冒
頭
で
、「
観
」
を
観
実
相
法
身
・
観

修
成
法
身
・
観
化
身
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る９

。
観
実
相
法
身
と
は

仏
性
と
仏
智
が
不
二
で
あ
る
こ
と
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
観
修

成
法
身
と
は
仏
が
修
行
し
て
成
仏
す
る
ま
で
の
過
程
を
観
察
す
る
こ

と
で
あ
り
、
観
化
身
と
は
阿
弥
陀
仏
が
四
十
八
願
に
よ
り
浄
土
を
建

立
し
、
衆
生
を
化
度
す
る
こ
と
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
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ま
た
、『
観
経
』
に
説
か
れ
る
「
念
仏
三
昧
」
に
つ
い
て
吉
蔵
は

次
更
簡
二
無
量
壽
觀
一
。
問
今
觀
二
無
量
壽
一
可
二
是
念
佛
三
昧
一

不
耶
。

解
云
。
得
二
是
念
佛
三
昧
一
。
但
念
佛
有
二
二
種
一
。
一
者
念
二
佛

法
身
一
。
二
者
念
二
佛
生
身
一
。

念
二
法
身
一
者
。
如
下
須
菩
提
在
二
石
室
中
一
端
坐
念
中
諸
法
實
相
上
。

名
二
念
佛
法
身
一
。

念
二
佛
生
身
一
者
。
念
二
如
來
三
十
二
相
八
十
種
好
金
密
挺
持
一
。

名
二
念
佛
生
身
一
。

今
念
二
無
量
壽
佛
一
非
三
是
念
二
佛
法
身
一
。
乃
念
二
佛
生
身
一
。
何

者
。
正
觀
二
如
來
相
好
光
明
等
一
故
也
。

然
念
二
佛
生
身
一
復
二
種
。
一
者
但
念
レ
佛
。
二
者
通
念
二
五
種
一
。

謂
念
㆑
佛
念
二
徒
衆
國
土
時
節
等
一
。
此
之
二
種
穢
土
中
多
但
念

レ
佛
。
淨
土
中
多
作
二
通
念
一
。

所
三
以
淨
土
中
多
作
二
通
念
一
者
。
淨
土
中
皆
可
レ
念
二
時
節
淨
國

土
淨
徒
衆
敎
門
皆
淨
一
。
故
皆
念
也
。

穢
土
中
多
但
念
㆑

佛
者
。
明
二

徒
衆
不
淨
敎
藂
雜
國
土
時
節
皆

不
レ
可
レ
樂
。
五
濁
五
痛
五
燒
一
故
不
レ
可
レ
念
。

所
以
無
量
壽
經
云
。
猒
二
此
土
五
痛
五
燒
一
願
レ
生
二
彼
淨
土
一
也
。

國
土
等
不
淨
不
レ
念

唯
念
二
佛
身
一
。
福
徳
相
好
光
明
昱
曜
此
可
二
愛
樂
一
。
故
但
念
二

於
佛
一
也
。

今
此
經
通
念
二
彼
淨
土
五
事
一
不
二
但
念
一
レ
佛
。

所
以
題
不
レ
云
二
無
量
壽
佛
觀
一
直
言
二
無
量
壽
觀
一
。
直
無
量
觀

通
觀
二
五
事
一
也11
。

と
述
べ
、
観
察
の
内
容
に
つ
い
て
も
分
類
し
て
示
し
て
い
る
。
こ
の

吉
蔵
の
分
類
を
「
所
念
の
対
象
」
に
対
応
さ
せ
て
み
る
と
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

或
念
法
身
……
…
観
実
相
法
身

…
…
念
仏
法
身
（
念
諸
法
実
相11

）

或
念
仏
智
慧
……
観
実
相
法
身

…
…
念
仏
法
身

或
念
白
毫
……
…
観
化
身

…
…
…
…
念
仏
生
身
（
観
如
来
相
好
／
但
念
仏
）

或
念
光
明
……
…
観
化
身

…
…
…
…
念
仏
生
身
（
観
如
来
光
明
／
但
念
仏
）

或
念
本
願
……
…
…
…
…
…
…
…
念
仏
生
身
（
通
念
五
種
）

或
念
宝
地
……
…
…
…
…
…
…
…
念
仏
生
身
（ 

念
国
土
／
通
念
五
種

中
の
一
）

称
名
亦
爾



─ 97 ─

　

こ
の
よ
う
に
、
所
念
の
対
象
そ
れ
ぞ
れ
が
『
観
経
義
疏
』
に
挙
げ

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
念
仏
法
身
」
と

「
念
仏
智
慧
」
と
の
間
に
あ
っ
た
「
念
仏
神
力
」
を
削
る
こ
と
に
よ

り
、
初
め
の
二
つ
が
観
実
相
法
身
（
念
仏
法
身
）
に
相
当
す
る
こ
と

を
明
確
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

次
に
「
念
仏
相
好
」
は
「
念
仏
毫
相
」
と
重
複
す
る
の
で
こ
の
二

つ
を
合
わ
せ
て
説
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
相
好
は
『
観
経
義

疏
』
に
も
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
あ
え
て
相
好
で
な

く
白
毫
と
し
た
の
は
、
大
谷
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
『
観
経
』

真
身
観
や
『
往
生
要
集
』
の
所
説
に
加
え
、
永
観
自
ら
の
体
験
に
よ

る
所
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る11

。
そ
し
て
、
念
仏
生
身
（
但
念
仏
）
と

し
て
相
好
と
対
に
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
光
明
を
加
え
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
念
本
願
」
は
仏
身
以
外
も
含
む
た
め
に
但
念
仏
と
は
い
え
な
い

も
の
の
、
浄
土
の
徒
衆
等
を
念
ず
る
こ
と
に
通
じ
る
た
め
念
仏
生
身

（
通
念
五
種
）
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
通
念
五
種

中
の
一
つ
に
相
当
す
る
「
念
宝
地
」
を
独
自
に
加
え
て
い
る
が
、
こ

れ
も
や
は
り
永
観
自
ら
の
体
験
に
よ
る
所
が
大
き
い
と
い
え
よ
う13

。

　

次
に
、
所
念
の
対
象
そ
れ
ぞ
れ
の
難
易
に
注
目
し
て
み
る
と
、
法

身
よ
り
化
身
、
さ
ら
に
永
観
自
ら
の
体
験
に
よ
る
宝
地
と
、
難
よ
り

易
と
い
う
順
で
並
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
安
楽
集
』
に
も
同

様
の
こ
と
が
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
語
句
を
改
変
す
る
こ
と
に
よ

り
、
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
励
声
念
仏

に
耐
え
得
な
い
者
の
た
め
に
説
い
た
地
想
観14

を
「
念
宝
地
」
と
し
て

所
念
の
対
象
の
最
後
に
付
け
加
え
た
と
い
う
点
か
ら
も
い
え
る
だ
ろ

う
。永

観
と
「
念
仏
宗
」

　

永
観
は
『
拾
因
』
冒
頭
に
お
い
て
「
念
仏
宗
永
観
集
」
と
明
記
し

て
い
る15

。
こ
の
念
仏
宗
は
『
拾
遺
往
生
伝
』
永
観
伝
に
「
阿
彌
陀
經

要
記
。
往
生
拾
因
各
一
巻
。
自
以
筆
削
。
念
佛
之
輩
。
皆
以
競
寫
。

以
爲
二
念
佛
宗16
一。」
と
あ
る
よ
う
に
、『
拾
因
』
を
著
し
た
際
の
対
象

の
人
達
で
あ
る
。
念
仏
宗
は
永
観
が
行
っ
て
い
た
往
生
講
の
講
衆
よ

り
展
開
し
た
も
の17

で
あ
り
、
様
々
な
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
僧
俗
の
別
だ
け
で
な
く
、
年
齢
・
性
別
も
ま
ち
ま
ち

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
念
仏
宗
の
人
達
が
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
に
合
わ
せ

て
仏
を
念
ず
る
こ
と
を
考
え
、「
渡
河
着
脱
の
比
喩
」
を
引
用
す
る

に
あ
た
り
、
所
念
の
対
象
を
再
構
成
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
「
渡
河
着
脱
の
比
喩
」
の
別
の
箇
所
に
注
目
す
る
と
、『
安

楽
集
』
で
は
「
脱
衣
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、『
拾
因
』
で
は

「
脱
衣
納
」
と
な
っ
て
い
る11

。
納
と
は
衲
す
な
わ
ち
僧
衣
の
こ
と
で
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あ
る
た
め
、
僧
俗
両
方
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
か
ら
も
、

念
仏
宗
の
人
達
そ
れ
ぞ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
よ
う
に
表
現
を
変

え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

結

　

本
論
で
は
、『
安
楽
集
』
か
ら
の
引
用
に
な
る
「
渡
河
着
脱
の
比

喩
」
の
語
句
異
同
に
注
目
し
「
所
念
の
対
象
」
を
書
き
換
え
た
理
由

に
つ
い
て
吉
蔵
『
観
経
義
疏
』
を
参
考
に
し
つ
つ
考
察
し
た
。
そ
の

結
果
、『
観
経
義
疏
』
に
あ
る
「
観
」
の
分
類
と
の
共
通
点
を
見
る

こ
と
が
で
き
た
。
吉
蔵
の
「
観
」
に
つ
い
て
の
分
類
に
従
っ
て
「
所

念
の
対
象
」
を
書
き
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
難
よ
り
易
と
い
う
方
向

性
を
強
調
し
、
順
に
観
想
を
試
み
る
こ
と
を
期
待
し
、
最
後
に
自
ら

の
体
験
に
基
づ
き
「
宝
地
観
」
な
ら
び
に
称
名
を
勧
め
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
僧
俗
共
に
渡
河
着
脱
の
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き

や
す
い
よ
う
に
、「
衣
」
を
「
衣
納
」
と
書
き
換
え
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
永
観
個
人
と
し
て
は
観
地
・
称
名
を
勧
め
つ
つ
も
真
っ
先

に
説
く
と
い
う
こ
と
を
あ
え
て
せ
ず
に
、
比
喩
で
所
念
の
対
象
の
一

つ
と
し
て
ま
ず
挙
げ
て
い
る
と
い
う
点
は
吉
蔵
教
学
の
特
徴19

に
基
づ

く
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

今
回
の
検
討
に
よ
り
、
永
観
は
念
仏
宗
の
人
達
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分

の
好
み
に
合
わ
せ
て
仏
身
を
観
想
で
き
る
よ
う
に
複
数
の
仏
身
を
説

い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
仏
土
に
関
し
て

も
同
様
で
は
あ
る
が
、
仏
土
の
場
合
は
法
身
を
観
想
す
る
の
が
難
し

い
人
の
た
め
に
仏
土
を
観
想
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、

化
土
的
な
表
現
が
主
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
は
第

六
因
で
「
境
次
相
接
の
浄
土
説
」
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
も

の
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

１　

拙
稿
「
永
観
の
仏
身
観
―
三
論
教
学
よ
り
見
る
『
往
生
拾
因
』

の
所
説
―
」（『
仏
教
論
叢
』
五
〇
）

２　

ま
た
舎
奈
田
智
宏
氏
は
永
観
を
真
言
僧
と
し
て
の
面
よ
り
考
察

し
、「
永
観
の
往
生
思
想
に
お
い
て
は
、
法
身
と
報
身
と
い
う

異
な
る
阿
弥
陀
如
来
の
仏
身
が
、
そ
の
内
容
に
合
わ
せ
て
説
か

れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。（「
永
観
と
そ
の
往
生
思
想
の
研

究
」p114

）

３　
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
が
、
文
脈
上

『
安
楽
集
』
か
ら
の
引
用
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
往
生
要

集
』
に
も
「
安
楽
集
云
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち

ら
は
ほ
ぼ
正
確
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
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４　
『
浄
全
』
一
／
六
八
八
a
一

５　
『
浄
全
』
十
五
／
三
八
五
a
六

６　

大
谷
旭
雄
「
永
観
」（『
法
然
浄
土
教
と
そ
の
周
縁
』
乾p399

）

７　

天
長
勅
撰
六
本
宗
書
の
一
。
八
三
〇
年
頃
成
立
。
永
観
在
世
当

時
の
三
論
宗
の
概
説
書
と
し
て
は
、
現
在
唯
一
書
誌
的
な
問
題

が
少
な
い
も
の
と
い
え
る
。『
正
蔵
』
七
〇
所
収
。

８　

平
井
俊
榮
「
吉
蔵
の
仏
身
論
」
一
一
頁
（『
仏
教
学
』
六
）

９　
『
浄
全
』
五
／
三
二
六
a
一
六

11　
『
浄
全
』
五
／
三
三
五
b
一
一

11　
『
大
乗
三
論
大
義
章
』
に
「
法
身
即
是
本
有
仏
性
」（『
正
蔵
』

七
〇
／
一
四
四
b
一
六
）
と
あ
る
。

11　

大
谷
旭
雄
『
永
観
』「
白
毫
観
の
修
習
」（
大
谷
氏
前
掲
書
・
乾

p411

）

13　

大
谷
旭
雄
『
永
観
』「
宝
地
観
の
修
習
」（
大
谷
氏
前
掲
書
・
乾

p417

）

14　
「
行
者
若
及
二

衰
老
一

不
レ

堪
二

勵
聲
一

者
試
作
二

地
想
觀
一
」（『
浄

全
』
十
五
／
三
八
六
a
九
）

15　

こ
の
「
念
仏
宗
」
に
つ
い
て
は
大
谷
氏
が
詳
細
に
検
討
し
て
い

る
。
大
谷
旭
雄
「
永
観
の
念
仏
宗
に
つ
い
て
」（
大
谷
氏
前
掲

書
・
乾p63

）
な
お
、
こ
の
論
文
で
氏
は
「
か
れ
に
東
大
寺
三

論
よ
り
独
立
し
て
新
宗
を
別
開
す
る
意
思
は
な
か
っ
た
」、「
念

仏
宗
は
、
三
論
の
本
旨
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
そ
の
枠
内
で
標

榜
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

16　
『
続
浄
』
十
七
／
八
六
a
一
七

17　

大
谷
旭
雄
「
永
観
の
念
仏
宗
に
つ
い
て
」（
大
谷
氏
前
掲
書
・

乾p71

）

11　
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
で
は
「
衣
納
」
と
な
っ
て
い
る
。（『
浄

全
』
一
／
六
七
二
a
三
）

19　

前
掲



─ 100 ─

１
．
は
じ
め
に

　

如
来
蔵
系
経
典
と
し
て
知
ら
れ
る
『
楞
厳
経
』（『
大
佛
頂
如
來
密

因
修
證
了
義
諸
菩
薩
萬
行
首
楞
嚴
經
』）
は
日
本
で
は
古
く
か
ら

『
円
覚
経
』
と
と
も
に
疑
わ
し
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
現
在

で
は
中
国
撰
述
経
典
で
あ
る
と
の
認
識
が
一
般
的
で
あ
る
が１

、
中
国

で
は
『
華
厳
経
』・『
法
華
経
』・『
金
剛
経
』・『
心
経
』
に
次
ぐ
程
の

註
釈
書
が
残
さ
れ
て
い
る２

。
本
稿
で
は
如
来
蔵
を
中
心
と
し
た
教
理

面
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
正
宗
分
の
末
尾
に
「
理
則
頓
悟
、
乘
悟
併
消
、

事
非
頓
除
、
因
次
第
盡３

」
と
説
示
さ
れ
る
頓
悟
漸
修
論
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
く
。

２
．『
楞
厳
経
』
に
お
け
る
頓
悟
漸
修
論

２
―
1
．
宗
密
に
お
け
る
頓
悟
漸
修
論

　

こ
の
句
の
解
釈
に
つ
い
て
、『
楞
厳
経
』
註
釈
の
先
鞭
を
な
す
子

璿
の
『
楞
厳
経
義
疏
注
経
』
で
は
一
応
の
解
釈
は
試
み
る
も
の
の
、

詳
し
く
は
宗
密
の
『
円
覚
経
大
疏
』
に
譲
っ
て
い
る
。
宗
密
は
第
八

修
証
階
差
や
『
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
で
頓
漸
悟
修
を
分
別
し
、
当
時

の
禅
宗
の
常
識
を
覆
し
た
頓
悟
漸
修
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
と
も

に４

、
そ
の
経
証
と
し
て
こ
の
句
を
挙
げ
て
い
る５

。
唐
代
の
禅
宗
は
大

き
く
分
け
る
と
南
宗
禅
と
北
宗
禅
に
分
類
さ
れ
、
と
か
く
南
宗
禅
は

頓
悟
頓
修
の
傾
向
が
強
く
、
北
宗
禅
は
漸
悟
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

き
た
が６

、
南
宗
の
一
派
で
あ
る
荷
澤
宗
に
属
す
る
宗
密
ら
は
、
清
浄

に
は
自
性
清
浄
（
頓
悟
）
と
離
垢
清
浄
（
漸
修
）
の
二
種
が
あ
る
と

し
て
、
一
方
に
の
み
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
自
性
清
浄
論
者
（
南

宗
）
に
対
し
て
は
漸
修
を
、
離
垢
清
浄
論
者
に
対
し
て
は
頓
悟
の
必

要
性
を
示
し
た
。
一
見
頓
悟
と
漸
修
は
相
反
す
る
も
の
の
よ
う
に
も

み
え
る
が
、
む
し
ろ
互
い
に
た
す
け
合
っ
て
初
め
て
完
全
な
る
修
行

明
末
に
お
け
る
『
楞
厳
経
』
註
釈
書
に
つ
い
て

石　

上　

壽　

應
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が
成
り
立
つ
と
主
張
し
、
南
北
二
宗
の
融
会
を
計
っ
た
の
で
あ
る７

。

２
―
2
．
宋
代
註
釈
書
に
お
け
る
頓
悟
漸
修
論

　

宋
代
の
註
釈
家
の
系
譜
は
大
き
く
分
け
る
と
華
厳
・
天
台
・
禅
の

三
つ
の
系
統
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
天
台
系
に
つ
い
て
は
、
大
松
・
岩

城
ら８

に
よ
っ
て
そ
の
系
譜
と
と
も
に
思
想
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
お

り
、
禅
門
系
・
華
厳
系
に
つ
い
て
も
崔９

ら
が
そ
の
系
譜
を
簡
単
に
紹

介
し
て
い
る
。

　

ま
ず
華
厳
系
で
代
表
と
さ
れ
る
の
は
、
子
璿
の
『
義
疏
注
経
』
が

挙
げ
ら
れ
る
。
子
璿
が
『
楞
厳
経
』
を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
洪
敏
は
天

台
山
外
派
に
属
し
て
い
る
が
、『
義
疏
注
経
』
が
法
蔵
以
来
の
華
厳

註
釈
家
が
好
ん
で
用
い
る
華
厳
釈
経
十
門10

の
形
式
を
取
っ
て
い
る
こ

と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
こ
こ
で
は
華
厳
系
註
釈
家
と
捉
え
て
お
く
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
文
に
つ
い
て
子
璿
は
宗
密
の
解
釈
を
踏
襲

す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
天
台
系
の
註
釈
書
は
山
家
派
に
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
お

ら
ず
、
多
く
は
山
外
派
に
属
す
る
者
に
よ
る
。
そ
の
先
駆
け
と
な
っ

た
の
は
智
円
『
谷
響
鈔
』
で
あ
る
が
、
思
坦
『
集
註
』
に
そ
の
一
部

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
句
に
関
し
て
は
新
た
な
展
開
は

見
ら
れ
な
い
。
思
坦
『
集
註
』
に
は
『
谷
響
鈔
』
の
他
に
も
散
逸
し

て
し
ま
っ
た
註
釈
書
が
集
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
可
観
『
補

遺
』
が
あ
る
。『
補
遺11

』
で
は
こ
の
文
の
「
次
第
」
に
つ
い
て
の
解

釈
が
特
徴
的
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
こ
の
「
次
第
」
に
「
漸
」
と

「
順
序
」
の
意
を
含
ま
せ
る
の
に
対
し
て
、『
補
遺
』
で
は
「
順
序
」

の
意
は
否
定
さ
れ
、
む
し
ろ
「
即
」
の
意
に
取
っ
て
い
る
よ
う
に
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

続
い
て
禅
門
系
で
は
、
慧
洪
『
尊
法
頂
論
』
に
正
受
が
そ
の
諸
論

の
欠
遺
を
捕
集
し
た
『
合
論
』
や
戒
環
『
要
解
』
が
知
ら
れ
る
。

『
要
解
』
で
は
、
は
じ
め
て
は
っ
き
り
と
機
根
論
か
ら
頓
悟
漸
修
を

解
釈
し
て
お
り
、
中
根
の
者
は
頓
悟
し
て
必
ず
漸
修
す
べ
き
こ
と
を

説
き
、
理
に
執
し
て
事
に
迷
い
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
偏
っ
て
し
ま
う

こ
と
の
な
い
よ
う
に
戒
め
て
い
る11

。
一
方
で
黄
龍
派
の
慧
洪
・
正
受

は
頓
悟
漸
修
論
に
対
し
て
特
に
注
目
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
ず
、
む
し

ろ
頓
悟
主
義
に
奔
っ
て
い
る
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ
る11

。

２
―
3
．
明
代
註
釈
書
に
お
け
る
頓
悟
漸
修
論

　

明
代
は
『
楞
厳
経
』
註
釈
が
最
も
活
発
な
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
は
明
末
四
大
師
に
数
え
ら
れ
る
袾
宏
『
摸
象
記
』・
徳
清
『
通

義
』・
智
旭
『
文
句
』・『
玄
義
』
の
三
者
の
解
釈
と
と
も
に
、
四
大

師
と
の
交
流
も
あ
っ
た
銭
謙
益
の
『
解
蒙
鈔
』
に
お
け
る
解
釈
を
比
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較
検
討
し
て
い
く
。

　

華
厳
教
学
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る11

袾
宏
は
、
毎
朝
最
初
に
楞

厳
呪
を
誦
す
る
こ
と
を
日
課
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら11

、
楞
厳
呪
の
功

徳
に
対
し
て
も
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

『
摸
象
記
』
で
の
こ
の
句
の
解
釈
で
は
、
頓
漸
を
理
事
に
分
別
し
た

上
で
、「
頓
悟
之
理
、
是
即
事
之
理
、
非
二
乘
斷
空
之
理
也
。
漸
除

之
事
、
是
即
理
之
事
、
非
凡
夫
著
有
之
事
也
。
…
豈
判
然
二
物
哉11

」

と
頓
漸
・
理
事
は
相
即
不
二
な
る
こ
と
を
明
か
し
た
上
で
、
僞
山
霊

祐
の
語
を
引
き
、
無
始
曠
劫
の
習
気
は
頓
に
除
き
が
た
い
と
し
て
漸

修
の
重
要
性
を
強
調
し
、
こ
の
四
句
を
参
学
者
の
志
す
べ
き
指
針
と

し
て
い
る
。

　

徳
清
も
僞
山
の
語
を
見
す
え
つ
つ
「
但
歴
劫
無
明
習
氣
須
一
一
研

窮11

」
と
説
く
の
は
、
袾
宏
と
同
じ
く
漸
修
に
重
き
を
置
い
て
い
た
こ

と
を
窺
わ
せ
る
。

　

天
台
系
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
智
旭
は
、『
楞
厳
経
』
の

教
理
を
中
心
と
し
た
思
想
家
と
も
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る11

。『
文
句
』

で
は
頓
漸
悟
除
に
四
句
を
立
て
、
さ
ら
に
横
竪
に
約
し
た
上
で
、
頓

漸
・
悟
除
・
理
事
は
不
二
で
あ
り
、
頓
悟
は
横
に
し
て
竪
を
兼
ね
、

漸
除
は
竪
に
し
て
復
横
で
あ
る
と
す
る11

。
ま
た
『
玄
義
』
で
は
『
楞

厳
経
』
を
方
等
時
に
配
し
た
上
で
、
三
つ
の
す
ぐ
れ
た
点
を
説
く
段

の
最
後
に
、
こ
の
文
の
下
二
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。『
楞
厳
経
』

で
は
漸
修
を
説
く
と
い
え
ど
も
、
総
じ
て
全
性
起
修
全
修
在
性
で
あ

る
か
ら
円
家
の
漸
は
歴
別
法
門
と
は
異
な
る
と
さ
れ
て
お
り10

、『
楞

厳
経
』
を
方
等
時
中
の
円
教
か
つ
醍
醐
味
に
グ
レ
ー
ド
を
上
げ
る
こ

と
で
、
こ
こ
で
説
か
れ
る
漸
修
も
頓
修
の
方
向
へ
限
り
な
く
引
き
上

げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
袾
宏
や
徳
清
よ
り
も
頓

悟
頓
修
的
性
格
が
や
や
強
い
智
旭
の
思
想
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　

さ
て
居
士
で
あ
る
銭
謙
益
『
解
蒙
鈔
』
で
は
、
明
末
に
お
け
る
頓

悟
漸
修
論
の
総
決
算
と
し
て
、
そ
の
行
道
論
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ

で
は
頓
漸
悟
修
が
表
裏
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
頓
悟
に
驕
る
こ
と
も

漸
修
を
軽
ん
ず
る
こ
と
も
な
い
よ
う
に
志
す
べ
き
こ
と
を
、
様
々
な

経
証
を
も
っ
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
句
こ
そ
が
末

法
の
行
人
の
道
標
と
な
る
最
後
の
垂
範
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る11

。

　

以
上
簡
単
に
『
楞
厳
経
』
註
釈
書
に
お
け
る
頓
悟
漸
修
論
を
見
て

き
た
と
こ
ろ
、
基
本
的
に
は
頓
漸
悟
修
は
表
裏
一
体
で
あ
る
か
ら
偏

執
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
註
釈
者
の
立
場
に
よ
り
ど

ち
ら
か
に
若
干
の
比
重
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま
た

こ
こ
に
は
引
用
し
な
か
っ
た
註
釈
書
を
見
較
べ
て
み
て
も
、
禅
門
に

お
け
る
頓
悟
主
義
が
思
想
の
主
流
で
あ
っ
た
宋
代
に
比
し
て
明
代
註
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釈
書
で
の
頓
悟
漸
修
に
対
す
る
関
心
度
の
高
さ
は
圧
倒
的
に
高
く
、

明
代
に
は
頓
悟
漸
修
の
実
践
論
を
重
視
す
る
風
潮
と
な
っ
て
き
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。

３
．
袾
宏
の
頓
悟
漸
修
論

　

こ
こ
か
ら
は
『
摸
象
記
』
で
主
張
さ
れ
た
頓
悟
漸
修
論
が
袾
宏
の

他
の
著
作
、『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』・『
禅
関
策
進
』・『
竹
窓
随
筆
』
で

ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
い
く
。

　
『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
で
は
、「
執
持
名
号
一
心
不
乱
」
を
解
釈
す
る

に
あ
た
り
、「
持
」
を
事
理
に
分
別
し
て
、「
憶
念
無
間
」
を
事
持
、

「
体
究
無
間
」
を
理
持
と
し
た
上
で
、

又
此
事
理
二
持
、
或
漸
進
、
或
頓
入
。
亦
隨
機
不
定
。

漸
進
者
、
根
稍
鈍
人
、
先
勤
事
持
、
後
漸
究
理
。
若
根
性
大
利
、

徑
就
理
持
、
故
名
頓
入
。
作
用
小
殊
、
及
其
成
功
一
也11

。

と
規
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
下
根
の
者
は
事
持
を
勤
め
、
後
に

漸
次
理
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
い
う
漸
進
に
あ
た
り
、
上
根
の
者
は

た
だ
ち
に
理
持
に
つ
と
め
る
と
い
う
頓
入
に
あ
た
る
。
こ
の
功
徳
は

一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
上
根
の
者
に

は
頓
悟
主
義
、
下
根
の
者
に
は
漸
悟
主
義
の
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。

こ
こ
に
は
袾
宏
の
ど
の
よ
う
な
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
執
持
名
号
一
心
不
乱
」
釈
に
お
け
る
事
理
の
関
係
性
を
見
て
い
く

と
、
袾
宏
は
理
を
上
位
概
念
と
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

も
ち
ろ
ん
根
底
に
は
事
理
双
修
が
あ
る
の
で
、
ど
ち
ら
か
に
偏
執
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
約
理
的
立
場
に
立
て
ば
自
性
弥
陀
・
唯

心
浄
土
に
帰
着
す
る
こ
と
を
究
極
的
な
目
標
と
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
よ
う11

。
し
か
し
袾
宏
は
自
ら
を
末
法
の
下
凡
と
称
す
る
よ
う
に11

、

こ
の
末
世
に
機
根
の
す
ぐ
れ
た
者
な
ど
ま
ず
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
い

う
自
覚
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

然
著
事
而
念
能
相
繼
、
不
虚
入
品
之
功
。
執
理
而
心
實
未
明
、

反
受
落
空
之
禍11

。

と
説
き
、
事
に
執
着
し
て
念
仏
相
続
す
る
こ
と
で
、
九
品
の
ど
こ
か

に
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
漸
修
漸
悟
的
思
想
を
認
め
る
一
方

で
、
理
に
執
着
し
て
心
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
落
空
の
禍
を

受
け
る
と
し
て
、
と
か
く
理
を
追
及
し
が
ち
な
狂
禅
の
輩
に
注
意
を

促
す
の
で
あ
る11

。
つ
ま
り
本
来
は
頓
悟
漸
修
を
目
指
す
べ
き
で
は
あ

る
が
、
下
根
の
者
に
は
頓
悟
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
事
持
の
部
分

で
漸
修
漸
悟
を
認
め
て
お
き
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
悟
り
の
可
能
性
、

往
生
浄
土
の
可
能
性
を
残
し
て
お
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

同
じ
よ
う
に
末
世
の
行
者
が
安
易
に
頓
悟
へ
奔
っ
て
し
ま
う
こ
と

を
嘆
い
て
、『
禅
関
策
進
』「
汝
州
香
山
無
聞
聰
禪
師
普
説
」
に
は
、
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評
曰
。
古
人
如
是
勤
辛
、
如
是
久
遠
方
得
相
應
。
今
人
以
聰
明

情
量
、
刹
那
領
會
、
而
猶
欲
自
附
於
頓
悟
。
豈
不
謬
哉11

。

と
あ
る
。
こ
の
頃
の
参
学
者
は
ま
だ
妄
想
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
頓
悟
を
欲
し
て
や
ま
な
い
と
い
う
が
、
ど
う
し
て
そ
れ
が

誤
り
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
い
う
言
葉
は
、
禅
の
初
学
者
に
対

し
て
撰
述
さ
れ
た
『
禅
関
策
進
』
の
意
図
を
よ
く
表
し
た
袾
宏
か
ら

の
警
策
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
晩
年
の
『
竹
窓
随
筆
』
に
お
い
て
も

こ
の
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
、『
随
筆
』「
悟
後11

」
で
は
、『
摸
象
記
』

に
同
じ
く
僞
山
霊
祐
の
語
を
引
き
、
小
悟
に
満
足
し
て
一
生
の
参
学

を
達
成
し
た
と
勘
違
い
し
て
は
な
ら
な
い
と
厳
し
く
諫
め
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
袾
宏
は
末
法
の
世
に
お
い
て
大
悟
徹
底
す
る
こ
と

は
自
身
を
含
め
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
頓
悟
ば
か
り
に
気
を
取
ら
れ

る
こ
と
な
く
、
修
行
に
精
進
す
る
よ
う
重
ね
重
ね
説
い
て
い
く
の
で

あ
る
。

４
．
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
楞
厳
経
』
に
説
か
れ
る
実
践
論
で
あ
る
頓
悟
漸
修

を
思
想
史
的
系
譜
に
沿
っ
て
紹
介
し
た
上
で
、
袾
宏
の
説
く
頓
悟
漸

修
論
を
考
察
し
た
。

　
『
楞
厳
経
』
巻
十
説
示
の
「
理
則
頓
悟
、
乘
悟
併
消
、
事
非
頓
除
、

因
次
第
盡
」
の
四
句
は
、
宗
密
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
諸
師
か
ら

頓
悟
漸
修
論
の
経
証
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
宋
代
の
註
釈
家
は

宗
密
の
解
釈
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
そ
の
解
釈
に
は
多
少
の
差
異
が

見
ら
れ
た
。
特
に
禅
門
系
で
は
、
戒
環
が
中
根
の
者
は
頓
悟
漸
修
を

心
得
る
べ
き
こ
と
を
明
か
す
こ
と
か
ら
、
暗
に
上
根
の
禅
者
で
あ
れ

ば
頓
悟
主
義
に
奔
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
よ
う
に
も
読
み
取
れ
、

ま
た
正
受
に
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た
。

　

明
代
に
入
り
、
こ
れ
ま
で
の
禅
門
系
に
お
け
る
傾
向
と
は
一
転
し

て
、
華
厳
系
に
属
す
る
徳
清
・
銭
謙
益
ら
は
頓
悟
漸
修
に
強
い
関
心

を
よ
せ
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
漸
修
に
重
き
を
置
い
て
い
た
。
た
だ

天
台
系
の
智
旭
は
そ
の
教
判
論
に
お
い
て
頓
悟
頓
修
的
傾
向
が
見
ら

れ
た
。

　

袾
宏
も
頓
悟
漸
修
論
に
は
大
い
に
関
心
を
抱
い
て
お
り
、
主
著

『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
も
頓
悟
漸
修
を
念
頭
に
撰
述
さ
れ
て
い
る
。
建

前
と
し
て
頓
漸
理
事
は
相
即
不
二
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
か
に
固
執

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
袾
宏
は
漸
修
を
重
要
視
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
下
根
の
者
に
は
頓
悟
は
困
難
で
あ
る
と
い

う
末
法
観
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
明
末
は
国
政
の
悪
化
、
戦
乱

や
干
ば
つ
な
ど
に
よ
っ
て
社
会
不
安
が
増
大
し
た
上
、
叢
林
内
も
廃

退
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
、
戒
律
の
重
視
や
叢
林
内
の
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規
約
の
再
整
備
な
ど
、
人
力
に
よ
る
末
法
か
ら
の
逆
転
を
信
じ
た
が
、

そ
れ
が
叶
う
は
ず
も
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
袾
宏
が
参
学
者

に
説
き
示
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
安
易
に
大
悟
し
た
と
思
う
こ

と
な
く
、
修
行
に
精
進
す
る
よ
う
警
鐘
を
鳴
ら
す
こ
と
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。

１ 

望
月
信
亨
『
佛
教
經
典
成
立
史
論
』（
法
藏
館
、
一
九
四
六
）
第

十
章
第
二
節
、
高
峯
了
州
「
首
楞
嚴
經
の
思
想
史
的
研
究
序

説
」（『
龍
谷
大
學
論
集
』
三
四
八
号
、
一
九
五
四
）
な
ど
参
照
。

２ 

村
中
祐
生
「
楞
嚴
經
の
解
釋
に
み
る
天
台
教
義
」（『
天
台
学
報
』

二
六
号
、
一
九
八
三
）
参
照
。

３ 『
楞
厳
経
』
巻
十
（
大
正
蔵
一
九
・
一
五
五
・
a
）。

４ 

澄
観
『
華
厳
経
行
願
品
疏
』
巻
二
（
続
蔵
五
・
六
四
・
b
）、

『
円
覚
経
大
疏
』
巻
一
（
続
蔵
九
・
三
三
四
・
b
～
）、『
禅
源

諸
詮
集
都
序
』
巻
二
（
大
正
蔵
四
八
・
四
〇
七
・
b
～
）
参
照
。

詳
し
く
は
鎌
田
茂
雄
『
宗
密
教
学
の
思
想
史
的
研
究
』（
東
京

大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
七
五
）。

５ 『
円
覚
経
大
疏
』
巻
一
（
続
蔵
九
・
三
五
三
・
a
）
参
照
。

６ 

北
宗
禅
に
も
頓
悟
の
主
張
は
見
ら
れ
る
が
、
神
会
ら
南
宗
禅
の

主
張
す
る
頓
悟
と
は
同
一
の
も
の
と
は
言
え
ず
、
こ
こ
で
は
北

宗
禅
を
漸
悟
と
位
置
付
け
る
こ
と
と
し
て
お
く
。

７ 

鎌
田
前
掲
書
参
照
。

８　

大
松
博
典
は
「
宋
代
に
お
け
る
首
楞
厳
経
の
受
容
」（『
宗
学
研

究
』
二
九
号
、
一
九
八
七
）
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
宋
代
註

釈
書
に
関
す
る
論
文
が
あ
り
、
岩
城
英
規
も
「『
首
楞
厳
経
玄

義
』
か
ら
『
首
楞
厳
経
文
句
』
を
見
る
」（『
天
台
学
報
』
四
三

号
、
二
〇
〇
〇
）
な
ど
明
代
を
中
心
と
し
た
論
文
が
あ
る
。

９ 

崔
昌
植
『
敦
煌
本
『
楞
厳
経
』
の
研
究
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
二

〇
〇
五
）
参
照
。

10 

法
蔵
以
来
、
華
厳
教
学
者
は
伝
統
的
に
経
文
を
解
釈
す
る
に
華

厳
釈
経
十
門
を
用
い
る
。
た
と
え
ば
『
探
玄
記
』
で
は
、「
一

明
教
起
所
由　

二
約
藏
部
明
所
攝　

三
顯
立
教
差
別　

四
簡
教

所
被
機　

五
辨
能
詮
教
體　

六
明
所
詮
宗
趣　

七
具
釋
經
題
目　

八
明
部
類
傳
譯　

九
辨
文
義
分
齊　

十
隨
文
解
釋
」（
大
正
蔵

三
五
・
一
〇
七
・
b
）
と
な
っ
て
お
り
、
若
干
の
異
同
は
あ
る

も
の
の
澄
観
『
華
厳
経
疏
』
や
宗
密
『
円
覚
経
大
疏
』
な
ど
も

同
様
の
形
式
を
と
る
。

11 『
集
註
』
巻
十
（
続
蔵
一
一
・
七
〇
一
・
a
）
参
照
。

11 『
要
解
』
巻
二
〇
（
続
蔵
一
一
・
八
八
五
・
a
～
b
）。

11 『
合
論
』
巻
十
（
続
蔵
一
二
・
九
二
・
c
～
九
三
・
a
）。
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11 
袾
宏
は
『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
に
華
厳
釈
経
十
門
を
用
い
る
よ
う

に
、
華
厳
教
学
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
杭
州
真
寂
寺
の
儀
潤
が
撰
し
た
『
百
丈
叢
林
清
規
証
義
記
』

（
続
蔵
六
三
・
四
九
八
・
b
）
で
は
賢
首
宗
二
十
七
祖
に
数
え

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
詳
し
く
は
吉
田
剛
「
中
国
華
厳
の
祖
統

説
に
つ
い
て
」（『
華
厳
学
論
集
』、
一
九
九
七
）
参
照
。

11 

『
諸
経
日
誦
』
巻
上
（『
雲
棲
法
彙
』
嘉
興
蔵
三
二
・
五
六
五
～
）

参
照
。

11 『
摸
象
記
』（
続
蔵
一
二
・
五
〇
二
・
b
）。

11 『
通
義
』
巻
十
（
続
蔵
一
二
・
六
五
六
・
c
）。

11 

張
聖
厳
『
明
末
中
国
仏
教
の
研
究
―
特
に
智
旭
を
中
心
と
し

て
―
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
七
五
）、
岩
城
前
掲
論
文
参
照
。

11 

『
文
句
』
巻
十
（
続
蔵
一
三
・
三
七
九
・
c
～
三
八
〇
・
b
）
参

照
。

10 『
玄
義
』
巻
下
（
続
蔵
一
三
・
二
二
〇
・
a
）
参
照
。

11 『
解
蒙
鈔
』
巻
十
之
三
（
続
蔵
一
三
・
八
一
二
・
a
）
参
照
。

11 『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
巻
三
（
続
蔵
二
二
・
六
六
四
・
b
）。

11 

『
竹
窓
随
筆
』「
世
智
当
悟
」（
嘉
興
蔵
三
三
・
二
七
・
a
～
b
）

で
は
、
出
世
間
智
に
二
種
あ
る
と
す
る
。
第
一
は
如
来
の
正
法

四
諦
六
度
を
分
別
し
て
奉
行
す
る
こ
と
、
第
二
は
無
明
の
惑
を

断
ち
切
り
自
己
の
本
心
を
見
究
め
る
こ
と
、
前
者
を
漸
入
、
後

者
を
頓
超
と
名
付
け
、
頓
超
を
出
世
間
上
上
智
と
し
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
も
理
論
上
は
頓
悟
を
究
極
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

11 

『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
巻
一
（
続
蔵
二
二
・
六
〇
七
・
b
）
を
参
照
。

ま
た
『
竹
窓
随
筆
』「
語
録
」（
嘉
興
蔵
三
三
・
三
二
・
a
）
や

『
三
筆
』「
頌
古
拈
古
」（
嘉
興
蔵
三
三
・
六
七
・
a
）
な
ど
を

見
て
も
、
古
人
の
よ
う
に
大
悟
徹
底
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、

み
だ
り
に
語
録
や
頌
古
・
拈
古
な
ど
作
れ
る
は
ず
も
な
い
と
吐

露
し
て
お
り
、
袾
宏
の
機
根
観
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

11 『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
巻
一
（
続
蔵
二
二
・
六
〇
七
・
a
）。

11 

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
主
張
が
『
摸
象
記
』
に
付
記
さ
れ
た
『
円

覚
経
』
の
項
（
続
蔵
一
二
・
五
〇
四
・
a
）
に
も
見
ら
れ
、
宗

密
が
「
一
切
衆
生
皆
證
圓
覺
」
を
「
證
諸
衆
生
皆
有
圓
覺
」
と

経
文
を
改
変
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
狂
人
が
こ
の
経
文

に
よ
っ
て
安
易
に
悟
っ
た
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
た
の

だ
ろ
う
と
代
弁
し
て
い
る
。
荒
木
見
悟
『
雲
棲
袾
宏
の
研
究
』

（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
五
）
参
照
。

11 『
禅
関
策
進
』（
大
正
蔵
四
八
・
一
一
〇
二
・
c
）。

11 『
竹
窓
随
筆
』（
嘉
興
蔵
三
三
・
二
六
・
a
）
参
照
。
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一
、
は
じ
め
に

　
『
浄
全
』
一
七
巻
に
『
浄
宗
護
国
篇
』
と
い
う
版
本
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
本
書
の
成
立
に
つ
い
て
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
仲
秋

（
八
月
）
一
八
日
、
三
縁
山
衆
首
（
増
上
寺
学
頭
）
の
義
誉
観
徹
の

序
文
に
よ
れ
ば
、

現
住
縁
山
の
貫
首
顕
誉
大
僧
正
能
く
其
の
行
実
を
伝
へ
て
最
も

至
審
な
り
と
為
す
、　

貫
首
は
之
を
明
誉
上
人
に
稟
け
、
上
人

は
之
を
国
師
門
下
伝
道
の
正
統
随
波
上
人
に
承
く
、
其
の
稟
承

の
緒
有
る
遠
く
し
て
且
つ
正
し
、
吾
親
し
く
貫
首
の
口
授
を
聴

く
こ
と
凡
そ
再
び
に
曁
ぶ
、
な
お
之
を
陳
編
旧
記
に
参
考
し
、

因
て
併
す
る
に
縁
山
阿
弥
陀
佛
霊
像
の
原
由
及
び
感
験
の
事
を

以
て
し
、
乃
ち
大
信
の
良
信
師
を
し
て
記
録
せ
し
む
、
法
泉
の

珂
然
師
に
請
ふ
て
校
閲
せ
し
む
、（
原
漢
文
）１

と
、
観
徹
が
増
上
寺
現
住
顕
誉
祐
天
か
ら
親
し
く
聴
い
た
口
授
を
旧

記
と
対
照
し
て
、
高
崎
大
信
寺
の
良
信
が
筆
記
し
、
生
玉
法
泉
寺
の

珂
然
が
校
閲
し
た
も
の
と
あ
る
。
た
だ
し
巻
末
に
宝
永
七
年
（
一
七

一
〇
）
七
月
朔
日
良
信
謹
録
・
珂
然
校
閲
と
あ
る
の
で２

、
本
書
の
成

立
は
こ
の
頃
で
あ
ろ
う
。
当
時
祐
天
は
伝
通
院
の
住
職
を
務
め
て
い

る
。
本
書
の
構
成
は
参
州
大
樹
寺
開
山
勢
誉
愚
底
大
和
尚
伝
・
参
州

大
樹
寺
中
興
登
誉
天
室
大
和
尚
伝
・
武
州
増
上
寺
中
興
観
智
国
師

伝
・
武
州
増
上
寺
阿
弥
陀
仏
霊
像
記
の
四
編
か
ら
な
る
。
本
書
の
性

格
は
僧
侶
の
伝
記
を
中
心
と
し
て
松
平
親
忠
と
愚
底
、
徳
川
家
康
と

天
室
・
存
応
と
の
交
流
や
、
家
康
の
念
持
仏
で
あ
っ
た
黒
本
尊
の
霊

験
譚
を
の
せ
て
い
る
な
ど
、
徳
川
家
と
浄
土
宗
の
親
密
性
を
強
調
し

て
い
る
。
で
は
『
浄
宗
護
国
篇
』
の
基
に
な
っ
た
「
祐
天
の
口
授
」

浄
土
宗
侶
の
徳
川
物
語

─
『
松
平
崇
宗
開
運
録
』
を
め
ぐ
っ
て
─

石　

川　

達　

也
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と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
先
述
の
観
徹
の
序
文
に
は

源
誉
存
応
門
下
の
定
誉
随
波
か
ら
明
誉
檀
通
を
経
て
祐
天
に
伝
承
さ

れ
た
行
実
だ
と
い
う
。
ま
た
祐
天
が
講
説
し
た
と
さ
れ
る
『
松
平
崇

宗
開
運
録
』（『
開
運
録
』
と
略
す
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
写
本
が
存
在

す
る
。『
開
運
録
』
は
『
三
縁
山
志
』
な
ど
で
十
八
檀
林
の
成
立
、

家
康
と
存
応
の
邂
逅
の
典
拠
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ

の
信
憑
性
を
疑
う
玉
山
成
元
・
宇
高
良
哲
両
氏
を
は
じ
め
と
す
る
研

究
者
に
よ
っ
て
史
料
的
価
値
の
な
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た３

。
し
か
し

八
〇
年
代
に
近
世
初
期
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
朱
子
学
で
は
な
く
、

仏
教
思
想
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と４

、『
開
運
録
』
は
大
桑
斉
氏
ら
に
近
世
に
お
け
る
仏
教
治
国
論
の

資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た５

。
本
稿
で
は
浄
土
宗
侶
の

徳
川
物
語
で
あ
る
『
開
運
録
』
の
内
容
か
ら
そ
の
成
立
の
背
景
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

二
、『
開
運
録
』
の
内
容

　

祐
天
講
説
の
『
開
運
録
』
の
諸
本
に
は
『
徳
川
啓
運
記
』『
大
樹

帰
敬
録
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
る
。
摂
門
の
『
浄
家
進
学
日
札
』

に
、

開
運
記
、
啓
運
記
、
松
平
崇
宗
開
運
記
、
大
樹
帰
敬
録
、
大
樹

崇
行
録
な
ど
名
を
改
め
け
れ
ど
、
い
づ
れ
も
同
し
文
言
に
て
三

巻
也
、
本
名
開
運
録
な
り６

と
あ
る
よ
う
に
、
諸
本
に
よ
っ
て
そ
の
標
題
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、

内
容
に
そ
れ
ほ
ど
大
差
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
で
は
国
立
公
文
書

館
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
『
大
樹
帰
敬
録７

』
に
よ
っ
て
そ
の
内
容

構
成
を
み
て
み
た
い
。
本
書
は
上
中
下
三
巻
が
三
冊
に
分
冊
さ
れ
て

い
る
。
上
巻
は
親
氏
か
ら
家
康
の
父
広
忠
の
死
ま
で
が
記
述
さ
れ
て

い
る
。
箇
条
書
き
に
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
親
氏
（
徳
阿
弥
）
松
平
太
郎
左
衛
門
家
に
入
婿

・
愚
底
が
親
忠
に
五
重
相
伝

・
大
樹
寺
の
開
創
と
山
号
院
号
寺
号
の
意
味

・
清
康
が
夢
中
に
是
の
字
を
見
る

・
清
康
の
急
死
（
森
山
崩
れ
）
と
広
忠
の
復
権

・
竹
千
代
（
家
康
）
織
田
・
今
川
の
人
質
と
な
る

・
家
康
が
広
忠
を
火
葬
し
た
跡
地
を
松
応
寺
と
す
る

　

勢
誉
愚
底
が
松
平
親
忠
に
五
重
を
授
け
る
故
事
は
化
他
五
重
の
濫

觴
と
さ
れ
、
今
日
の
五
重
相
伝
会
で
も
講
説
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ

る
。
山
号
の
由
来
を
述
べ
る
な
か
で
愚
底
は
松
平
家
は
今
よ
り
七
代

の
内
に
天
下
を
取
る
も
の
が
現
れ
る
と
予
言
を
し
て
い
る
。
ま
た
あ

る
時
松
平
清
康
が
見
た
是
の
字
が
虚
空
に
光
り
輝
い
て
い
る
夢
を
龍
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海
院
の
住
職
が
夢
占
い
を
し
、
三
代
目
に
は
天
下
を
必
ず
と
る
と
判

じ
た
故
事
な
ど
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
家
康
に
よ
る
天
下
統
一
の
伏
線

が
張
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
中
巻
は
家
康
の
人
質
時
代
か
ら
関
東
入
部
ま
で
が
記
述
さ
れ

る
。

・
源
応
尼
（
家
康
の
祖
母
）
の
養
育

・
家
康
、
今
川
義
元
の
討
死
に
つ
き
大
高
城
か
ら
大
樹
寺
へ
逃
げ
込

む
・
大
樹
寺
天
室
が
家
康
に
伝
法
（
五
重
・
宗
脈
・
布
薩
）
を
授
け
る

・
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
の
旗
（
家
康
の
馬
印
）

・
祖
同
（
祖
道
、
素
道
）
の
奮
戦

・
家
康
、
天
室
に
日
課
六
万
遍
を
誓
う

　

家
康
（
竹
千
代
）
が
今
川
の
人
質
時
代
に
養
育
し
た
の
が
家
康
の

祖
母
で
あ
る
源
応
尼
で
、
彼
女
を
弔
う
た
め
に
華
陽
院
が
開
創
さ
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
桶
狭
間
の
戦
い
で
今
川
義
元
が
討
死
す

る
と
家
康
は
大
高
城
か
ら
大
樹
寺
に
逃
げ
込
み
、
先
祖
の
墓
の
前
で

自
害
し
よ
う
と
す
る
が
、
住
持
で
あ
る
登
誉
天
室
に
諌
め
ら
れ
る
。

そ
の
際
に
伝
法
を
授
け
、
安
国
院
殿
徳
蓮
社
崇
誉
道
和
大
居
士
と
い

う
法
名
が
授
与
さ
れ
る
。
ま
た
馬
印
に
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
の
旗
が

授
与
さ
れ
た
り
、
浅
草
松
平
西
福
寺
の
開
山
で
、
遠
州
大
念
仏
の
始

祖
と
い
わ
れ
る
素
道
了
伝
の
奮
戦
、
岡
崎
城
に
入
城
し
た
後
に
家
康

が
天
室
に
対
面
し
日
課
六
万
遍
を
誓
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

下
巻
で
は
家
康
の
関
東
入
部
か
ら
死
去
ま
で
が
記
述
さ
れ
る
。

・
増
上
寺
存
応
と
邂
逅

・
関
ヶ
原
の
合
戦
前
に
十
念
を
授
与
、
十
八
檀
林
の
制
定

・
存
応
と
普
山
（
不
残
）
が
家
康
に
天
海
を
紹
介

・
家
康
、
神
に
な
る
こ
と
を
存
応
に
相
談

・
大
阪
の
役
に
了
的
・
廓
山
の
従
軍
と
異
本
尊
の
活
躍

・
安
国
殿
安
置
の
家
康
像
に
つ
い
て

　

天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
家
康
は
江
戸
に
入
る
が
、
当
時
龍

の
口
に
あ
っ
た
増
上
寺
の
門
前
に
い
た
存
応
と
偶
然
出
会
う
故
事
は

『
三
縁
山
志
』
な
ど
で
引
用
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る８

。
ま
た
慶
長

五
年
（
一
六
〇
〇
）
関
ヶ
原
の
合
戦
前
に
家
康
が
十
念
を
受
け
、
そ

の
際
に
存
応
は
「
草
モ
木
モ　

祐
（
枯
カ
）タ
ル
野
辺
ニ
只
独
リ
松
ノ
ミ
残
ル

弥
陀
ノ
本
願
」
と
い
う
古
歌
を
詠
じ
て
い
る９

。
こ
れ
は
順
阿
霊
沢
に

よ
っ
て
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
知
恩
院
の
御
詠
歌
に
採
用
さ
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
『
浄
宗
護
国
篇
』
で
は
存
応
が
「
和
歌
を
吟
じ
て

曰
く
」（
原
漢
文10

）
と
あ
り
存
応
が
詠
ん
だ
と
し
て
い
る
が
、『
大
樹

帰
敬
録
』
で
は
古
歌
を
詠
じ
た
と
あ
る
の
で
必
ず
し
も
存
応
の
作
と

は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
ま
た
こ
の
時
に
十
八
檀
林
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の
内
示
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
家
康
は
将
軍
職
を
秀
忠
に
譲
り
駿
府

に
移
住
す
る
と
、
あ
る
時
存
応
を
呼
び
寄
せ
た
と
い
う
。

某
願
ニ
ハ
生
ナ
カ
ラ
権
現
ト
成
テ
下
野
国
日
光
山
ニ
住
、
西
国

ヲ
一
目
ニ
詠
メ
、
永
ク
松
平
家
ノ
守
護
神
ト
ナ
ラ
ン
ト
思
フ
ハ

如
何
ニ
、
ト
有
リ
ケ
レ
ハ
、
国
師
云
、
尤
ニ
ハ
侯
ラ
ヘ
ト
モ
、

公
生
ナ
カ
ラ
神
ト
ナ
ラ
セ
玉
ハ
ヽ
、
実
者
ト
申
テ
永
劫
苦
海
ニ

沈
ミ
給
ナ
リ
、
自
身
ス
ラ
安
穏
ナ
ラ
ス
、
争
カ
他
ノ
苦
悩
ヲ
救

ヒ
タ
マ
ハ
ン
、
迚
モ
御
願
ニ
侯
ラ
ハ
ヽ
万
々
年
ノ
後
御
他
界
ア

ラ
ン
時
、
先
ツ
極
楽
ニ
往
生
ヲ
遂
ケ
、
成
等
正
覚
シ
即
時
ニ
還

来
穢
国
和
光
同
塵
シ
テ
権
現
ト
仰
カ
レ
玉
フ
ヘ
シ
、
是
ヲ
権
者

ノ
神
ト
申
ナ
リ11

、

　

家
康
は
「
生
き
な
が
ら
権
現
と
な
っ
て
永
く
松
平
家
の
守
護
神
と

な
ろ
う
と
思
う
が
、
ど
う
思
う
か
。」
と
質
問
し
、
存
応
は
「
生
き

な
が
ら
神
と
な
る
の
は
実
者
と
い
っ
て
永
劫
苦
海
に
沈
む
の
で
、
ま

ず
極
楽
に
往
生
し
て
正
覚
を
成
じ
、
還
来
穢
国
し
て
権
現
と
な
る
べ

き
で
あ
る
。」
と
答
え
て
い
る
。
家
康
の
死
後
に
崇
伝
と
天
海
に
よ

っ
て
神
号
を
明
神
か
権
現
に
す
る
か
論
争
し
た
こ
と
は
周
知
の
如
く

で
あ
り
、
家
康
の
口
か
ら
権
現
に
な
ろ
う
と
語
っ
た
と
は
思
え
な
い

が
、
家
康
が
生
前
か
ら
守
護
神
に
な
る
決
意
を
し
て
い
た
こ
と
は
曽

根
原
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る11

。
ま
た
こ
れ
に
対
応
す
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
生
誉
霊
玄
の
「
浄
土
宗
六
師
伝
記
」
に
み
ら
れ
る
。
そ
こ

で
は
家
康
が
臨
終
に
際
し
て
近
臣
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と

い
う
。吾

れ
生
涯
の
後
、
日
光
山
に
居
て
当
家
の
守
護
神
と
為
ら
ん
、

竊
に
聞
く
、
夫
れ
実
者
の
神
は
苦
有
り
、
権
者
の
神
は
憂
い
無

し
と
、
然
る
に
吾
れ
生
平
観
智
国
師
に
深
盟
多
年
た
り
、
願
く

は
師
の
道
力
に
依
て
幽
冥
を
最
明
せ
ん
、（
原
漢
文11

）

　

霊
玄
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
霊
山
寺
が
檀
林
に
復
帰
す
る

時
の
増
上
寺
住
職
で
あ
る
。「
浅
草
霊
山
寺
檀
林
再
興
之
記
録
」
に

よ
れ
ば
、
こ
の
時
祐
天
は
月
行
事
に
名
を
列
ね
て
い
る11

。
ま
た
所
在

は
不
明
で
あ
る
が
、
霊
玄
の
著
書
に
『
将
軍
年
譜
』
が
あ
る
こ
と
か

ら11

、
祐
天
は
霊
玄
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

三
、『
開
運
録
』
の
成
立

　
『
浄
家
進
学
日
札
』
で
は
『
開
運
録
』
成
立
の
経
緯
と
し
て
次
の

よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
あ
げ
て
い
る
。

祐
天
大
僧
正　

常
憲
院
殿
縁
山
江
入
御
の
時
、
熊
野
三
段
式
御

聴
聞
さ
せ
ら
れ
後
、
天
下
泰
平
の
言
な
く
滅
罪
は
い
か
に
も
浄

家
勝
れ
た
り
、
鎮
護
国
家
に
ハ
た
の
ミ
な
く
う
と
き
宗
な
り
と
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の
仰
の
時
、
貞
誉
大
僧
正
大
ひ
に
赤
面
さ
せ
ら
れ
し
と
也
、
そ

の
と
き
伝
通
院
祐
天
お
な
じ
く
そ
の
席
に
列
在
故
立
出
ら
れ
、

浄
家
に
て
ハ
日
々
夜
々
天
下
泰
平
を
祈
り
奉
り
し
故
、
今
日
何

も
別
に
殊
更
祝
祷
に
及
ハ
す
と
言
止
あ
り
し
か
ハ
、
上
に
も
少

し
は
御
快
よ
く
ゑ
ま
せ
給
へ
り
と
そ
、
凡
憲
廟
は
殊
に
国
家
の

事
を
の
ミ
第
一
に
思
召
給
ひ
し
か
は
、
厳
有
院
殿
の
御
時
も
大

老
列
相
の
言
上
を
御
聞
入
な
く
、
上
野
江
御
入
棺
の
御
沙
汰
ま

し
ま
せ
し
な
り
、

　

徳
川
綱
吉
が
増
上
寺
で
熊
野
三
段
式
を
聴
聞
し
た
時
、
綱
吉
が

「
浄
土
宗
は
先
祖
供
養
に
は
優
れ
て
い
る
が
、
鎮
護
国
家
に
は
疎
い

宗
派
で
あ
る
」
と
言
う
と
、
貞
誉
了
也
は
返
答
出
来
な
か
っ
た
。
す

る
と
伝
通
院
祐
天
が
「
浄
土
宗
は
日
頃
か
ら
天
下
泰
平
を
祈
っ
て
い

る
の
で
、
改
め
て
祷
る
に
は
及
ば
な
い
」
と
答
え
た
と
い
う
。
こ
こ

で
綱
吉
は
鎮
護
国
家
と
い
う
仏
教
治
国
策
（
仏
教
に
よ
る
支
配
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
）
で
は
浄
土
宗
の
立
場
で
は
弱
い
と
認
識
し
て
い
た
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。
確
か
に
鎮
護
国
家
の
た
め
の
祈
祷
と
い
う
面
で
は

浄
土
宗
は
天
台
・
真
言
に
比
べ
れ
ば
旗
色
が
悪
い
こ
と
は
頷
け
よ
う
。

ま
た
徳
川
家
綱
が
臨
終
し
た
際
に
も
、
増
上
寺
で
は
な
く
寛
永
寺
に

葬
っ
た
の
は
、
先
祖
代
々
の
宗
旨
よ
り
も
鎮
護
国
家
を
優
先
し
た
の

だ
と
い
う
。
こ
こ
で
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
没
し
た
家
綱
の
葬

儀
に
関
し
て
興
味
深
い
記
述
を
紹
介
し
た
い
。『
厳
有
院
伝
記
録
』

に
よ
る
と
家
綱
の
遺
言
と
し
て
寛
永
寺
で
葬
儀
を
執
り
行
な
う
と
い

う
幕
府
の
立
場
に
対
し
、
当
時
の
増
上
寺
住
職
広
誉
詮
翁
が
語
っ
た

言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。

其
上
家
康
公
天
下
別
目
之
時
分
、
三
州
大
樹
寺
ニ
逃
込
め
ニ
切

眼
之
節
、
其
時
之
住
寺
幕
ニ
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
之
文
を
書
、

刹
那
ニ
ヲ
イ
ク
ヅ
シ
天
下
治
世
被
遊
候
、
則
家
康
於
大
樹
寺
、

松
平
天
下
治
世
之
内
ハ
浄
土
宗
門
替
有
間
敷
と
七
枚
之
神
文
被

為
成
候
、
此
神
文
・
幕
之
文
御
公
儀
ニ
て
御
写
被
成
、
于
今
御

城
ニ
御
写
御
座
候
、
今
度
御
宗
門
御
替
於
被
為
成
候
ハ
、
大
樹

寺
之
起
請
文
を
御
公
儀
へ
令
持
参
、
右
之
有
増
申
上
、
於
無
於

合
点
ハ
、
増
上
寺
ハ
不
及
申
、
権
現
様
・
台
徳
院
・
崇
源
院
之

御
仏
殿
と
指
上
、
其
上
日
本
国
中
浄
土
一
宗
之
儀
不
残
禿ツ
ブ
シ可
申

と
評
定
相
極
申
候11

、

　

こ
こ
で
詮
翁
は
天
室
が
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
の
旗
を
書
い
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
や
松
平
家
は
天
下
を
治
め
て
い
る
う
ち
は
宗
旨
替
え
を
し
な

い
と
家
康
が
誓
っ
た
七
枚
の
神
文
を
取
り
上
げ
、
も
し
そ
れ
で
も
納

得
が
い
か
な
い
の
な
ら
日
本
国
中
の
浄
土
宗
を
残
ら
ず
潰
し
て
も
構

わ
な
い
と
大
変
緊
迫
し
た
申
し
立
て
を
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
徳
川

家
は
宗
旨
替
え
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
や
、
家
綱
の
位
牌
を
立
て
法
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事
を
執
り
行
な
う
こ
と
な
ど
の
妥
協
案
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
大
樹
寺
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
徳
川
家
と
浄
土
宗
の
関
係
の

深
さ
を
示
す
切
り
札
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
当
時
祐
天
は
増
上

寺
の
学
寮
に
在
籍
し
て
お
り
、
師
匠
の
檀
通
か
ら
伝
承
さ
れ
た
徳
川

物
語
の
他
に
、
浄
土
宗
が
徳
川
家
代
々
の
宗
旨
で
な
く
な
る
と
い
う

危
機
意
識
の
中
で
、
詮
翁
や
霊
玄
に
影
響
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

ま
た
伝
通
院
住
職
時
代
の
祐
天
は
増
上
寺
門
周
な
ど
と
共
に
頻
繁

に
江
戸
城
に
登
城
し
て
綱
吉
に
対
面
し
て
い
る
。
綱
吉
と
祐
天
の
関

係
に
つ
い
て
巖
谷
氏
の
研
究
が
あ
る
の
で
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
と

し
て17

、
年
時
は
不
明
な
が
ら
祐
天
と
綱
吉
の
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
の

旗
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
た
い
。

前
方
モ
一
位
様
浄
土
御
信
向
ニ
テ
、
上
様
ニ
モ
浄
土
ニ
御
ス
ヽ

ミ
被
成
候
様
ニ
ト
テ
、
御
成
ノ
時
分
、
祐
テ
ン
罷
出
、
東
照
宮

ノ
浄
土
御
信
向
ニ
テ
、
エ
ン
エ
ト
コ
ン
ク
浄
土
旗
ノ
由
来
長
々

ト
イ
タ
サ
レ
ケ
レ
ハ
、
上
様
御
タ
イ
ク
ツ
ニ
テ
御
立
被
成
候
ヲ
、

引
ト
メ
被
申
候
、
御
待
候
ヘ
ト
テ
、
言
ヲ
終
ラ
ル
、
如
此
事
三

度
迄
、
御
立
被
成
候
ヲ
御
留
メ
被
申
候
也18

、

　

こ
の
よ
う
に
綱
吉
を
三
度
も
引
き
止
め
て
ま
で
家
康
の
話
を
し
た

祐
天
の
熱
意
と
強
引
な
と
こ
ろ
に
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
し
か

し
綱
吉
は
宝
永
六
年
一
月
に
没
す
る
と
、
ま
た
し
て
も
寛
永
寺
で
葬

儀
が
執
り
行
わ
れ
祐
天
の
努
力
は
実
を
結
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

同
年
四
月
に
弟
子
の
雲
洞
た
ち
の
伝
法
に
際
し
て
、

昔
御
当
家
ノ
御
先
祖
親
忠
公
ノ
御
安
心
ヲ
可
云
ソ
、
汝
等
モ
如

何
様
ノ
戒
師
ヲ
モ
セ
マ
イ
モ
ノ
テ
モ
ナ
イ
、
又
大
名
高
家
ノ
師

ニ
成
ル
コ
ト
モ
有
ル
モ
ノ
ゾ
、
偏
局
ニ
覚
ヘ
テ
相
承
ス
レ
ハ
、

俗
家
ハ
猶
迷
フ
ソ
ホ
ト
ニ
、
御
当
家
ノ
物
語
荒
々
ス
ル
ソ19

、

と
言
っ
て
、
大
名
高
家
の
戒
師
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
し
て
、
親
忠

や
家
康
の
五
重
相
伝
の
故
事
を
話
し
て
い
る
。
先
述
の
『
浄
土
宗
護

国
編
』
の
成
立
が
宝
永
七
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
頃
祐
天
は
盛
ん
に

徳
川
物
語
を
講
演
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

祐
天
の
徳
川
物
語
は
一
方
で
は
『
浄
宗
護
国
篇
』
と
い
う
版
本
と

な
り
、
後
に
和
文
体
の
版
が
で
き
る
ま
で
流
通
し
、
一
方
で
は
『
開

運
録
』
な
ど
の
名
前
で
写
本
と
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
二
本

の
大
き
な
違
い
は
、
前
者
は
観
徹
が
浄
土
宗
の
高
僧
伝
と
し
て
書
き

換
え
た
の
に
対
し
、
後
者
は
徳
川
氏
創
業
説
話
と
し
て
祐
天
の
講
述

を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
田
氏
に
よ
れ
ば
、
享
保
七
年
（
一
七

二
二
）
の
出
版
条
目
で
、
徳
川
家
康
を
は
じ
め
将
軍
家
に
関
わ
る
本
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は
板
本
・
書
本
と
も
に
禁
止
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
、
明
和
八
年
（
一

七
七
一
）
に
京
都
の
本
屋
仲
間
か
ら
出
さ
れ
た
『
禁
書
目
録
』
に
は

『
開
運
録
』
が
禁
書
リ
ス
ト
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る10

。

　

ま
た
江
戸
時
代
を
通
し
て
『
開
運
録
』
に
つ
い
て
評
価
が
分
か
れ

て
い
る
。『
明
顕
山
寺
録
撮
要
』
に
は
『
大
樹
帰
敬
録
』
を
徳
川
吉

宗
が
内
覧
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が11

、
新
井
白
石
が
寒
川
儀
大

夫
に
送
っ
た
書
簡
に
は

松
平
開
運
録
之
儀
被
仰
下
候
、
定
て
浄
土
宗
よ
り
出
候
二
冊
有

之
候
、
板
行
の
書
の
儀
に
て
可
有
之
候
、
先
年
致
一
覧
候
成
蹟

に
採
用
可
申
事
一
件
も
無
之
候
、
開
運
録
を
用
申
候
は
ゞ
大
阪

御
陣
三
十
万
の
御
人
数
皆
黒
尊
佛
一
体
の
働
に
て
有
功
者
は
無

御
座
候11

、

と
し
て
、
採
用
す
る
と
こ
ろ
は
一
つ
も
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た

『
改
正
三
河
後
風
土
記
』（
成
島
司
直
改
撰
、
天
保
四
年
）
や
『
徳
川

実
紀
』（
林
述
斎
・
成
島
司
直
撰
、
天
保
一
三
年
）
の
引
用
書
目
に

『
開
運
録
』
を
あ
げ
て
い
る
が
、『
朝
野
旧
聞
裒
藁
』（
林
述
斎
撰
、

天
保
一
三
年
）
の
凡
例
で
は
『
開
運
録
』
は
偽
書
と
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
祐
天
の
『
開
運
録
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
背
景
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
た
。
祐
天
が
徳
川
物
語
を
し
た
の
は
師
匠
の
檀
通
か
ら
の

口
伝
を
伝
持
し
て
い
た
の
に
加
え
、
霊
山
寺
が
檀
林
に
復
帰
し
、
十

八
檀
林
が
揃
っ
た
こ
と
で
、
家
康
が
十
八
檀
林
を
制
定
し
た
伝
説
が

注
目
さ
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
最
大
の
要
因
と
し
て
先
祖

代
々
浄
土
宗
の
信
者
で
あ
る
徳
川
将
軍
家
が
相
次
い
で
天
台
宗
の
日

光
や
寛
永
寺
に
葬
ら
れ
、
浄
土
宗
か
ら
宗
旨
替
え
を
し
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
意
識
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
将
軍
の
葬
儀
が
増
上
寺
で
執
行
さ
れ
る
の
は
徳
川
家
宣
の

死
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

１
『
浄
全
』
一
七
、
六
一
四
頁
。 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
（
祐
天

寺
、
二
〇
一
〇
年
）、
二
四
二
頁
。
本
稿
で
は
主
に
『
祐
天
寺

史
資
料
集
』
を
優
先
し
て
用
い
る
。

２ 『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
、
二
五
六
頁
。

３ 

『
浄
土
宗
大
辞
典
』
二
（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
六
年
）「
檀

林
」
の
項
目
、
玉
山
成
元
『
中
世
浄
土
宗
教
団
史
の
研
究
』

（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
〇
年
）、
宇
高
良
哲
『
近
世
関
東
仏

教
教
団
史
の
研
究　

浄
土
宗
・
真
言
宗
・
天
台
宗
を
中
心
に
』

（
文
化
書
院
、
一
九
九
九
年
）、『
大
本
山
増
上
寺
史
』
本
文
編

（
増
上
寺
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
。

４ 

末
木
文
美
士
『
近
世
の
仏
教　

華
ひ
ら
く
思
想
と
文
化
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
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５ 

研
究
代
表
者
大
桑
斉
『
近
世
に
お
け
る
仏
教
治
国
論
の
史
料
的

研
究
』（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
〇

年
）
な
ど
。

６ 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
、
四
八
二
頁
。

７ 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
に
所
収
、
第
五
種
。

８ 

『
浄
全
』
一
九
、
二
六
九
頁
、
二
七
三
頁
。

９ 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
、
一
八
五
頁
。

10 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
、
二
五
二
頁
。

11 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
五
、
一
八
七
頁
。

11 

曽
根
原
理
『
神
君
家
康
の
誕
生　

東
照
宮
と
権
現
様
』（
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）

11 

『
増
上
寺
史
料
集
』
一
（
増
上
寺
、
一
九
八
三
年
）、
一
八
四
頁
。

11 

『
増
上
寺
史
料
集
』
一
、
二
〇
三
頁
。

11 

『
三
縁
山
志
』（
浄
全
一
九
）
四
九
一
頁
。

11 

『
増
上
寺
資
料
集
』
九
（
増
上
寺
、
一
九
八
四
年
）
三
一
七
頁
。

17 

巖
谷
勝
正
『
浄
土
の
教
え
を
求
め
て
』（
祐
天
寺
、
一
九
九
九

年
）

18 

『
中
村
雑
記
』
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
九
（
岩
波
書
店
、

一
九
七
〇
年
）
五
九
四
頁
に
引
用
。

19 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
別
巻
伝
法
編
（
祐
天
寺
、
二
〇
〇
八
年
）

一
一
五
頁
。

10 

今
田
洋
三
『
江
戸
の
禁
書
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）

11 

『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
一
下
、
五
七
一
頁
。

11 

『
新
井
白
石
全
集
』
五
（
吉
川
半
七
、
一
九
〇
六
年
）、
三
七
〇

頁
。

附
記　

本
稿
は
祐
天
寺
の
資
料
集
編
さ
ん
事
業
に
お
け
る
成
果
の
一

部
で
あ
る
。
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法
要
儀
式
と
し
て
の
『
知
恩
講
私
記
』

伊　

藤　

正　

芳

は
じ
め
に

　

講
式
は
い
わ
ゆ
る
「
語
り
も
の
」
の
声
明
で
あ
る
。
式
文
を
中
心

と
し
て
、
訓
読
に
講
式
節
・
講
式
声
明
と
い
わ
れ
る
旋
律
を
以
っ
て

諷
誦
す
る
法
会
の
こ
と
で
あ
る
。

　

浄
土
宗
も
古
今
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
講
式
が
厳
修
さ
れ
て
い
る

が
、
宗
祖
法
然
上
人
を
讃
嘆
す
る
講
式
法
要
で
あ
る
「
知
恩
講
私
記

（
式
）」
は
浄
土
宗
で
は
早
く
か
ら
伝
承
が
失
わ
れ
て
、
法
要
儀
式
と

し
て
も
行
わ
れ
て
い
る
記
述
は
無
く
、
浄
土
宗
諸
本
の
記
述
に
あ
る

「
知
恩
講
」
が
そ
の
ま
ま
「
知
恩
講
私
記
」
に
当
て
嵌
ま
る
か
は
全

く
不
明
で
あ
る
。

　

し
か
し
浄
土
真
宗
に
於
い
て
は
「
知
恩
講
私
記
」
は
長
く
伝
承
さ

れ
て
お
り
、
多
数
の
写
本
が
現
存
し
て
い
る
。
ま
た
儀
式
と
し
て
も

『
本
願
寺
作
法
之
次
第
』
に
、
本
願
寺
八
世
蓮
如
上
人
の
時
代
ま
で

は
「
知
恩
講
私
記
」
が
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
後
本
願
寺
九
世
実
如

上
人
か
ら
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
時
は
過
ぎ
、

『
龍
谷
唄
策
』
で
は
式
文
の
無
い
極
略
式
の
知
恩
講
と
な
り
、
更
に

略
さ
れ
て
現
在
は
円
光
大
師
会
作
法
と
し
て
の
姿
を
留
め
る
の
み
で

あ
る
。

　

今
回
、
法
要
と
し
て
知
恩
講
式
を
実
際
に
厳
修
す
る
こ
と
を
念
頭

に
置
き
、
櫛
田
良
洪
博
士
が
発
見
さ
れ
た
隆
寛
律
師
作
と
推
測
さ
れ

る
「
知
恩
講
私
記
」
を
底
本
と
し
て
、
現
行
の
法
式
と
照
ら
し
合
わ

せ
な
が
ら
復
元
を
試
み
た
。

　

以
下
便
宜
上
尊
称
は
略
し
、
隆
寛
の
も
の
は
「
知
恩
講
私
記
」、

他
の
諸
本
は
「
知
恩
講
式
」
と
表
記
す
る
も
の
と
す
る
。

知
恩
講
私
記
の
式
次
第

一
、
差
定
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（
一
）
三
礼

　

知
恩
講
私
記
に
は
「
先
三
礼
」
と
あ
り
、
真
宗
諸
本
の
知
恩
講
式

に
は
、
ほ
ぼ
「
三
礼
・
如
来
唄
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

　

天
納
伝
中
氏
の
『
天
台
声
明
』
に
依
る
と
、
法
式
に
は
大
別
し
て

「
広
式
」
と
「
略
式
」
が
あ
り
、「
広
式
」
に
は
法
用
（
唄
・
散
華
・

梵
音
・
錫
杖
）
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
三
礼
は
如
来

唄
と
と
も
に
四
箇
法
要
の
極
略
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

知
恩
講
式
は
略
式
の
法
要
と
し
て
勤
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

　

三
礼
如
来
唄
と
し
て
唱
え
る
場
合
の
三
礼
は
、
天
台
声
明
の
読
経

法
要
音
用
で
あ
る
対
馬
三
礼
（
呉
音
の
三
礼
）

「
一
切
恭
敬

自
帰
依
佛　

當
願
衆
生　
（
體
解
大
道　

發
無
上
意
）

自
帰
依
法　

當
願
衆
生　
（
深
入
経
蔵　

智
恵
如
海
）

自
帰
依
僧　

當
願
衆
生　
（
統
理
大
衆　

一
切
無
尋
）」

を
用
い
る
。【（　

）
内
は
六
巻
帖
の
三
礼
に
依
る
。】

　

ま
た
如
来
唄
は
対
馬
三
礼
の
次
に
用
い
る
の
が
古
例
と
な
っ
て
い

て
、「

如
来
妙　

世
間　

如
来
色　

一
切
法
常
住　

是
故
我
帰
依
」

を
続
け
て
唱
え
る
事
で
、
四
箇
法
用
の
極
略
と
な
る
。

　

で
は
「
三
礼
」
の
み
で
の
唱
法
・
作
法
を
考
え
た
場
合
、
五
体
投

地
に
よ
る
三
礼
を
指
す
様
で
あ
る
。

　

例
え
ば
知
恩
講
私
記
式
文
中
に
あ
る
、

「
南
無
尊
重
讃
嘆
先
師
聖
霊
」

を
三
礼
す
る
方
法
や
、

　

慈
恵
大
師
講
式
の
三
礼
に
、

「
南
無
帰
命
頂
礼
慈
恵
大
師
聖
霊　

三
反
」

と
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
知
恩
講
私
記
に
当
て
嵌
め
て
、

「
南
無
帰
命
頂
礼
円
光
大
師
（
元
祖
大
師
・
法
然
上
人
・
源
空
上

人
等
）
聖
霊　

三
遍
」

と
い
う
様
に
唱
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

ま
た
『
台
門
行
要
抄
』
の
慈
恵
大
師
講
式
を
参
照
し
て
、

「
南
無
帰
命
頂
礼
円
光
大
師
降
臨
道
場
」

と
い
う
文
言
に
変
え
て
唱
え
て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
『
龍
谷
唄
策
』
の
知
恩
講
の
三
礼
の
様
に
、

「
一
心
敬
礼
教
主
阿
弥
陀
如
来

一
心
敬
礼
大
勢
至
菩
薩
摩
訶
薩

一
心
敬
礼
念
佛
祖
師
慈
教
大
師
」

の
句
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
三
礼
も

「
慈
教
大
師
」
の
部
分
を
「
○
○
大
師
」「
法
然
上
人
」
等
に
し
て
唱

え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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現
在
の
浄
土
宗
の
法
儀
に
当
て
嵌
め
て
み
た
場
合
、

 『
浄
土
宗
法
要
集　

上
』
の
奉
請
文

「
一
心
奉
請
（
敬
礼
）　

宗
祖
（
円
光
東
漸
慧
定
弘
覚
慈
教
明
照

和
順
）
大
師
（
法
然
上
人
）　

願
入
道
場　

受
我
供
養
（
三

唱
）」

や
三
宝
礼
・
三
唱
礼
等
を
「
先
三
礼
」
と
し
て
唱
え
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

　

ま
た
三
礼
の
前
に
総
礼
伽
陀
を
唱
え
る
場
合
も
あ
り
、
真
宗
諸
本

知
恩
講
式
に
あ
る
総
礼
伽
陀
は
、

「
本
師
源
空
明
佛
教　

憐
愍
善
悪
凡
夫
人　

真
宗
教
證
興
片
州　

選
擇
本
願
弘
悪
世
」

の
四
句
を
唱
え
て
い
た
様
で
あ
り
、『
講
式
集
』
に
よ
る
と
四
百
五

十
回
忌
以
降
、
前
述
の
伽
陀
か
ら
、

「
稽
首
天
人
所
恭
敬　

阿
弥
陀
仙
両
足
尊　

在
彼
微
妙
安
楽
国　

無
量
佛
子
衆
圍
繞
」

の
四
句
に
換
え
た
と
の
記
述
も
あ
る
。

　

ま
た
本
来
の
総
礼
伽
陀
で
あ
る

「
我
此
道
場
如
帝
珠　

十
方
三
寶
影
現
中　

我
身
影
現
三
寶
前　

頭
面
摂
足
帰
命
礼
」

を
唱
え
る
方
法
も
あ
る
。『
六
巻
帖
』
等
に
、
大
師
の
講
式
に
は

「
十
方
三
寶
」
を
「
大
師
聖
霊
」「
円
光
大
師
」「
元
祖
大
師
」「
法
然

上
人
」
等
に
、「
三
寶
前
」
を
「
大
師
前
」
に
す
る
工
夫
を
し
て
も

良
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
（
二
）
表
白
・
式
文

　

講
式
節
の
実
唱
に
は
音
階
（
重
構
造
）
の
区
別
が
存
在
し
、
初
重

（
乙
）・
二
重
・
三
重
・
中
音
・
下
音
の
区
別
が
あ
る
。
天
台
宗
に
於

い
て
現
行
実
唱
音
は
そ
れ
ぞ
れ
平
調
・
下
無
・
黄
鐘
・
一
越
・
盤
渉

と
な
る
。

　
『
魚
山
叢
書
』
の
「
知
恩
講
」
に
は
僅
か
な
が
ら
乙
（
初
重
）・
中

（
音
）・
下
（
音
）・
二
重
と
思
わ
れ
る
右
タ
レ
ガ
キ
と
、
講
式
節
の

博
士
が
僅
か
な
が
ら
で
は
あ
る
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　

表
白 

○
―
下
―
乙
―
下　

 

講
式
節
の
博
士　

四
箇
所

　

第
一
讃 

○
―
下
―
乙
―
下
―
○
―
下
―
乙
―
下 

三
箇
所

　

第
二
讃 

○
―
下
―
乙
―
下
―
○
―
下
―
乙
―
下 

四
箇
所

　

第
三
讃 

指
定
無
し 

一
箇
所

　

第
四
讃 

○
―
下
―
中 

一
箇
所

　

第
五
讃 
○
―
下
―
二
重
―
乙 

一
箇
所

 

※ 

○
の
部
分
は
音
の
指
定
が
無
い
箇
所
で
あ
る
。
ち
な
み
に
最
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初
の
音
は
乙
音
（
初
重
）
で
あ
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
後
半

の
式
文
に
な
る
と
そ
れ
も
一
概
に
は
言
え
な
い
為
、
一
応
○

と
し
た
。

　

ち
な
み
に
現
行
の
天
台
宗
の
講
式
で
は
、「
頌
曰
」
の
部
分
で
乙

音
（
平
調
）
に
戻
し
、
徴
（
盤
渉
）
発
音
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
『
知
恩
講
私
記
』
の
講
式
節
の
復
元
に
は
、『
魚
山
叢
書
九
十
五
』

所
収
の
『
報
恩
講
私
記
』
を
参
照
し
て
作
譜
す
る
の
が
適
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
『
魚
山
叢
書
』
編
者
の
園
部
覚
秀
の

写
し
で
あ
る
『
知
恩
講
私
記
』
の
重
の
指
定
と
博
士
は
、
同
本
に
集

録
さ
れ
て
い
る
『
報
恩
講
私
記
』
の
博
士
と
の
相
似
が
少
な
か
ら
ず

認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
魚
山
叢
書
』
の
『
報
恩
講

私
記
』
は
明
治
十
三
年
四
月
一
五
日
に
「
書
写
附
博
士
了
」
と
あ
り
、

『
知
恩
講
私
記
』
は
明
治
十
五
年
二
月
十
九
日
に
「
本
願
寺
所
蔵
本

書
寫
了
」
と
あ
る
。
覚
秀
は
『
報
恩
講
私
記
』
に
て
博
士
を
附
し
た

様
で
あ
る
が
、『
知
恩
講
私
記
』
は
西
本
願
寺
所
蔵
本
を
書
写
し
た

の
み
で
あ
る
の
で
、
本
願
寺
本
は
未
見
で
は
あ
る
が
、
博
士
も
ま
た

西
本
願
寺
本
の
年
代
ま
で
遡
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
赤
松
俊
秀
氏
は

「
新
出
の
『
知
恩
講
私
記
』
に
つ
い
て
」
に
て
、「『
報
恩
講
私
記
』

は
『
知
恩
講
私
記
』
を
手
本
に
し
た
こ
と
は
、
疑
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
た
。」
と
指
摘
さ
れ
、
山
田
雅
教
氏
は
「
初
期
本
願
寺
に
お
け

る
法
要
儀
礼
」
に
お
い
て
、
覚
如
が
『
報
恩
講
式
』
を
著
し
た
際

『
知
恩
講
私
記
』
を
基
に
し
て
制
作
・
読
誦
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

高
い
と
論
じ
て
ら
れ
る
。
な
ら
ば
『
知
恩
講
私
記
』
の
博
士
を
復
元

す
る
際
、『
報
恩
講
式
』
か
ら
の
復
元
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
式
文
中
の
重
の
移
動
に
関
し
て
は
『
報
恩
講
私
記
』
の
他
に
、

『
知
恩
講
私
記
』
と
同
じ
五
段
の
講
式
で
あ
る
『
慈
恵
大
師
講
式　

五
段
』
や
『
涅
槃
講
式　

五
段
』
や
『
二
十
五
三
昧
式
』
等
を
参
照

す
る
方
法
等
が
考
え
ら
れ
る
。

　
（
三
）
式
文
中
の
伽
陀

　

第
一
讃

「
一
切
如
来
設
方
便　

亦
同
今
日
釈
迦
尊

随
機
説
法
皆
蒙
益　

各
得
悟
解
入
真
門
」

　

第
二
讃

「
普
願
有
縁
同
行
者　

専
心
直
入
不
須
疑　

一
到
弥
陀
安
養
国　

元
来
是
我
法
王
家
」

　

第
三
讃

「
観
経
弥
陀
経
等
説　

即
是
顕
教
菩
薩
蔵　

一
日
七
日
専
称
佛　

命
断
須
臾
生
安
楽
」
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第
四
讃

「
一
一
光
明
相
続
照　

照
覓
念
佛
往
生
人　

欲
比
十
方
諸
佛
国　

極
楽
安
身
實
是
精
」

　

第
五
讃

「
何
期
今
日
至
寶
国　

實
是
娑
婆
本
師
力　

若
非
本
師
知
識
勧　

弥
陀
浄
土
云
何
入
」

と
各
式
文
に
そ
れ
ぞ
れ
に
伽
陀
が
あ
る
。『
魚
山
叢
書
』
に
は
第
一

の
伽
陀
を
除
く
第
二
・
第
三
・
第
四
・
第
五
に
そ
れ
ぞ
れ
伽
陀
の
古

博
士
の
記
述
が
あ
り
、
現
行
の
伽
陀
譜
や
龍
谷
唄
策
等
か
ら
古
博
士

の
復
元
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
伽
陀
の
偈
文
の
音
用
に
、
略

譜
と
し
て
「
和
讃
節
（
詠
讃
譜
）」
や
六
時
礼
讃
（
日
中
・
中
夜
）

の
節
な
ど
を
流
用
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

　
（
四
）
式
文
中
の
三
礼
に
つ
い
て

　

知
恩
講
私
記
で
は
「
南
無
尊
重
讃
嘆
先
師
聖
霊
」
と
あ
る
が
、
他

の
知
恩
講
式
諸
本
で
は
「
南
無
尊
重
讃
嘆
先
師
聖
霊
」
の
後
に
三
遍

又
は
三
礼
と
の
記
述
が
さ
れ
て
い
る
。
三
遍
の
場
合
は
導
師
に
よ
る

微
声
三
唱
又
は
導
師
大
衆
の
同
唱
三
遍
で
、
三
礼
の
場
合
は
五
体
投

地
の
礼
拝
を
し
な
が
ら
の
三
唱
等
と
推
測
さ
れ
る
。
式
文
の
三
礼
の

音
用
に
つ
い
て
は
『
魚
山
叢
書
』
に
も
博
士
が
付
さ
れ
て
な
い
為
、

素
読
に
よ
る
三
礼
を
行
う
方
法
や
、『
浄
土
宗
法
要
集　

下
』
の

「
一
唱
一
礼
」
の
節
等
、
各
所
に
残
る
節
を
用
い
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

　
（
五
）
式
文
中
の
念
佛
に
つ
い
て

　

知
恩
講
私
記
に
念
佛
の
記
述
は
無
い
が
、
浄
土
宗
の
法
要
儀
式
と

し
て
念
佛
は
唱
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
真
宗
諸
本
の
中
で
も
、
各
式

文
の
伽
陀
と
三
礼
の
間
に
念
佛
を
唱
え
て
い
る
も
の
が
多
い
。

　

浄
土
宗
の
念
佛
に
は
「
十
念
・
六
字
詰
念
佛
・
称
讃
偈
念
佛
（
四

念
佛
）・
一
唱
一
礼
・
笏
念
佛
・
称
名
礼
拝
・
礼
拝
念
佛
・
賛
念

佛
・
念
佛
一
会
・
三
唱
礼
・
三
念
佛
・
甲
念
佛
（
呂
・
律
）・
引
声

念
佛
・
合
殺
・
八
句
念
佛
・
十
方
念
佛
」
等
が
あ
る
が
、
真
宗
諸
本

に
は
「
念
佛
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
、
本
義
は
八

句
念
佛
と
さ
れ
て
い
る
が
、
口
伝
と
し
て
念
佛
で
あ
れ
ば
何
を
唱
え

て
も
良
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ど
の
念
佛
を
唱
え
る
か
は
法
会
の

願
主
（
施
主
・
主
催
者
等
）
次
第
と
な
る
。

（
六
）
式
文
中
の
和
讃
に
つ
い
て

　

和
讃
も
知
恩
講
私
記
に
記
述
は
無
く
、
真
宗
諸
本
に
い
く
つ
か
和

讃
を
各
式
文
に
挿
入
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
和
讃
を
用
い
る
場
合
、
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な
る
べ
く
な
ら
法
然
所
縁
の
和
讃
や
詠
歌
を
使
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
和
讃
の
代
わ
り
に
御
法
語
を
用
い
る
の
も
良
い
と
思
わ
れ
る
。

（
七
）
六
種
　
回
向

　
『
六
巻
帖
』『
龍
谷
唄
策
』
等
で
は
「
六
種
」、『
魚
山
声
明
全
集
』

等
で
は
「
六
種
回
向
」
と
あ
る
が
基
本
同
一
の
も
の
で
あ
り
、

　
「
供
養
浄
陀
羅
尼
一
切
誦

　
　

敬
礼
常
住
三
寶

　
　

敬
礼
一
切
三
寶

　
　

我
今
帰
依　

釈
迦
弥
陀　

願
於
生
生

　
　

以
一
切
種　

浄
妙
供
具　

供
養
恭
敬

　
　

無
邊
三
寶　

自
他
同
證　

無
上
菩
提
」

と
顕
教
法
要
等
の
終
わ
り
に
唱
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

六
種
に
は
回
向
と
供
養
の
二
種
の
意
が
あ
り
、
回
向
の
義
は

「
回
向
弥
陀　

回
因
向
果　

回
下
向
上　

回
遅
向
早　

回
衆
向
善　

回
分
別
心
」

 

供
養
の
義
は

「
一
、
閼
伽
。
二
、
塗
香
。
三
、
華
曼
。
四
、
焼
香
。
五
、
飲
食
。

六
、
燈
明
」

の
供
具
を
指
す
と
の
こ
と
で
あ
る
。
法
然
上
人
を
本
尊
に
し
て
法
要

す
る
場
合
は
、「
釈
迦
弥
陀
」
の
句
を
「
元
祖
大
師
」「
円
光
大
師
」

等
に
変
え
て
唱
え
る
。
ま
た
本
尊
と
は
別
に
大
師
を
画
像
等
で
祀
る

場
合
は
、
弥
陀
の
次
に
大
師
の
尊
号
を
付
け
加
え
「
弥
陀
円
光
」
と

す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

知
恩
講
私
記
で
は
「
六
種　

回
向
如
常
」
と
あ
り
、
六
種
と
回
向

の
間
に
空
白
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
魚
山
声
明
全
集
』
の
「
六
種
回

向
」
と
同
様
に
見
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、「
六
種
」
と
「
総
別
回
向
」

の
二
種
と
解
釈
し
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。「
総
回
向
」
は
所
謂

「
願
以
此
功
徳
」
の
偈
で
あ
り
、「
別
回
向
」
は
願
主
・
施
主
等
に
対

す
る
回
向
で
あ
る
。
そ
の
後
常
の
如
く
に
法
要
を
勤
め
終
わ
る
の
で

あ
る
。
浄
土
宗
の
法
儀
で
考
え
る
と
「
願
以
此
功
徳
」
の
偈
は
、
総

回
向
偈
又
は
回
向
偈
「
願
以
此
功
徳　

普
及
於
一
切　

云
々
」
で
あ

る
。
最
後
は
十
念
を
唱
え
て
法
要
を
終
え
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
「
願
以
此
功
徳
」
の
偈
を
回
向
伽
陀
と
し
て
唱
え
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。

二
、
配
役

　

知
恩
講
私
記
を
厳
修
す
る
際
の
配
役
で
あ
る
が
、
先
ず
表
白
・
三

礼
・
六
種
等
を
唱
え
る
導
師
、
各
式
文
を
唱
え
る
式
師
、
伽
陀
を
句

頭
す
る
伽
陀
師
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
他
講
式
に
木
魚
念
佛
や
日
常
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勤
行
を
取
り
入
れ
る
な
ら
ば
維
那
の
役
が
必
要
に
な
り
、
そ
の
他
法

要
の
規
模
や
役
僧
の
人
数
に
よ
っ
て
必
要
に
な
る
配
役
も
変
化
す
る

で
あ
ろ
う
。
伽
陀
師
に
し
て
も
、
一
人
で
は
荷
が
重
い
と
思
う
な
ら

ば
人
数
を
増
や
す
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
主
催
者
や
会
所
と
な
る

住
職
、
長
老
や
会
奉
行
が
決
定
す
る
こ
と
と
な
る
。

三
、
道
場
の
準
備
と
威
儀
作
法

　

知
恩
講
私
記
の
道
場
の
荘
厳
や
威
儀
等
に
つ
い
て
は
、
浄
土
宗
の

法
儀
に
則
っ
た
上
で
常
の
如
く
で
良
い
と
思
わ
れ
る
。
本
尊
が
法
然

上
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
尊
に
向
か
っ
て
法
要
す
る
の
が
最
良
で
あ

る
が
、
一
般
浄
土
宗
寺
院
の
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
場
合
の
方

が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
導
師
席
右
斜
め
前
程
に
法
然
上
人

を
祀
る
場
を
作
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
所
に
上
人
像
を
迎
え
る
か
、

ま
た
は
掛
軸
の
絵
像
を
祀
り
、
三
具
足
乃
至
五
具
足
供
物
等
を
供
え

る
様
に
し
た
い
。
ま
た
服
相
に
つ
い
て
は
古
儀
を
復
元
す
る
方
法
や

上
人
像
を
模
す
る
方
法
、
現
行
の
法
服
法
に
則
る
方
法
等
が
考
え
ら

れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
願
主
・
主
催
者
等
の
判
断
に
委
ね
た
い
と
思

う
。

【
知
恩
講
私
記　

参
考
資
料
】

　
「
知
恩
講
私
記
」

　
　

櫛
田
良
洪
氏｢ （
史
料
紹
介
）
知
恩
講
私
記｣　

仏
教
史
研
究　

第
１
０
号　

一
九
七
六
年

　
　
　
　
　
　
　

｢ 

新
発
見
の
法
然
伝
記
『
知
恩
講
私
記
』｣

日
本　

歴
史 

第
２
０
０
号

　
「
知
恩
講
」　　
『 

魚
山
叢
書
九
十
五
（
講
式
之
部
十
八
）』　

勝
林

院
所
蔵

　
　
　
　
　
　

「
先　

総
礼
伽
陀
（
本
師
源
空
明
佛
教
）

　
　
　
　
　
　
　

次　

三
礼
如
来
唄

　
　
　
　
　
　
　

次　

表
白

　
　
　
　
　
　
　

次　

式
文
（
各
段
毎
に
伽
陀
・
念
仏
・
三
礼
）

　
　
　
　
　
　
　

次　

六
種
回
向　

如
常
」

　
　
　

 　

奥
書
「 

明
治
十
五
年
二
月
十
九
日
以
本
願
寺
所
蔵
本
書

寫
了　

魚
山
声
明
業
末
学
覚
秀
」

　
「
知
恩
講
式
」　
『
華
園
文
庫
』　

筆
者
所
蔵

　
　
　
　
　
　
　

年
々
祥
諱
毎
月
廿
五
日
営
此
式

　
　
　
　
　
　

「
総
礼
伽
陀
（
本
師
源
空
明
佛
教
）

　
　
　
　
　
　
　

先
三
礼　

次
如
来
唄　

如
常

　
　
　
　
　
　
　

表
白
文
五
段　

畧
之
式
合
共

　
　
　
　
　
　
　
　

念
仏　

次
発
願
文
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南
無
尊
重
讃
嘆
本
師
聖
霊　

三
遍

　
　
　
　
　
　
　

後
伽
陀
（
何
期
今
日
至
宝
国
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

具
在
前
」

　
「
知
恩
講
私
記
」『
一
蓮
院
雑
録
』
四　

大
谷
大
所
蔵

　
　
　
　
　
　

「
先　

三
礼

　
　
　
　
　
　
　

次　

如
来
唄　

如
常

　
　
　
　
　
　
　

次　

表
白

　
　
　
　
　
　
　

次　

式
文
（
各
段
毎
に
伽
陀
・
三
礼
）

　
　
　
　
　
　
　

次　

六
種
回
向　

如
常
」

　
　

 　

奥
書
「 

斯
一
冊
也
者
安
政
第
六
天
歳
次
巳
未
初
冬
予
下
浪

華
借
松
谷
光
徳
寺
所
蔵
古
写
本
来
同
初
冬
下
旬
第

五
日
謹
書
写
于
平
安
客
舎
某
之
家
竟
乃
今
日
當　

大
師
聖
人
御
明
日
矣
不
堪
歓
喜
説
由
来
之
縁
云
」

　
「
知
恩
講
式
」　
『
翰
林
拾
葉
』
二
十　

大
谷
大
所
蔵

　
　
　
　
　
　

「　
　

総
礼

　
　
　
　
　
　
　

先　

三
礼

　
　
　
　
　
　
　

次　

如
来
唄　

如
常

　
　
　
　
　
　
　

次　

表
白

　
　
　
　
　
　
　

次　

 

式
文
（
各
段
毎
に
伽
陀
・
念
仏
・
和
讃
・
念

仏
・
三
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

第
五
段
の
み
念
仏
・
発
願
文
・
三
礼
・
伽

陀
）」

　
　
　
　

奥
書
「 

明
治
三
庚
午
正
月
二
八
日
以
本
泉
寺
勝
俊
僧
都
之

本
謹
拝
寫
畢

　
　
　
　
　
　
　

遠
慶
院
権
律
師
弘
宣　

七
十
二
歳
」

　
「
知
恩
講
式
」　
『
講
式
集
』　

大
谷
大
所
蔵

　
　
　
　
　

朱
書
「
私
記　

カ
ヤ
フ
リ
本　

松
谷
本
」
等
多
数

四
百
五
十
回
忌
●
以
●
首
天
人
四
句
換
之

　
「
本
師
源
空
明
佛
教
会
云
々
」

　
　
　
　
　
　
　

先　

三
礼

　
　
　
　
　
　
　

次　

如
来
唄
如
常

　
　
　
　
　
　
　

次　

表
白

　
　
　
　
　
　
　

次　

式
文
（
各
段
毎
に
伽
陀
・
念
佛
・
和
讃
・
念

佛
、
第
五
段
の
み
念
佛
）

　
　
　
　
　
　
　

次　

発
願
文
・
三
礼
・
伽
陀

　
　
　
　
　
　
　

次　

六
種
回
向　

如
常

　
『
知
（
智
）
恩
講
私
記
』　

大
谷
大
所
蔵

　
　
　
　
　
　

「
先　

総
礼

　
　
　
　
　
　
　

次　

如
来
唄　

如
常

　
　
　
　
　
　
　

次　

表
白
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次　

式
文
（
各
段
毎
に
伽
陀
・
三
礼
）

　
　
　
　
　
　
　

次　

六
種
回
向　

如
常
」

　
　
　
　

奥
書
「
右
加
州
宮
腰
本
龍
寺
所
持
之
本
ヲ
以
令
写
畢　

　
　
　
　
　
　
　

元
禄
三
庚
午
年
九
月
日　
　
　
　
　
　

恵
空
写

　
　
　
　
　
　
　

右
師
所
持
之
本
ヲ
以
テ
書
寫
校
合
畢　

　
　
　
　
　
　
　

享
保
十
九
甲
寅
年
八
月
三
十
一
日　
　

恵
山
即
岸

　
　
　
　
　
　
　

 

于
時
安
政
七
庚
申
年
二
月
佛
滅
前
一
日
拝
寫
之　

龍
昇

　
　
　
　
　
　
　

 

明
治
三
庚
午
八
月
私
ニ
朱
点
ヲ
加
ヘ
ヌ
尓
ニ
於
ヨ

ミ
仍
（
？
）
カ
タ
キ
者
シ
ハ
ゝ
ゝ
ア
リ
後
時
召

（
呂
）
本
ヲ
仍
テ
校
セ
ン
而
巳
」

　「
知
恩
講
式
校
異
」　
　
石
川
了
圓

　
　
　
　
　
　
　�

石
川
了
圓
師
所
蔵
ノ
講
式
ト
校
合
シ
、
同
師
に
依

頼
ス

　
　
　
　
　
　
　

明
治
四
十
五
年
二
月

　
「
知
恩
講
式
（
吉
水
講
式
）」　
『
真
宗
法
彙
』　

大
谷
大
所
蔵 

　
　
　
　
　
　

「
先　

総
礼
伽
陀

　
　
　
　
　
　
　

次　

三
礼
如
来
唄　

如
常

　
　
　
　
　
　
　

次　

表
白

　
　
　
　
　
　
　

次 　

式
文
（
各
段
毎
に
伽
陀
・
念
仏
・
和
讃
・
念

仏
・
三
礼　

第
五
段
の
み
念
仏
・
発
願
文
・
三

礼
・
伽
陀
）」

　
「
知
恩
講
式
」　
『
真
宗
聖
教
全
書
』
五

　
『
知
恩
講
式
・
両
師
講
式
』　 

国
会
図
書
館
所
蔵　

近
代
デ
ジ
タ
ル

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

 「
知
恩
講
」　
『
龍
谷
唄
策
』（
梵
唄
集
）　

筆
者
所
蔵

　
　
　
　
　
　

「
先　

総
礼
伽
陀
（
本
師
源
空
明
佛
教
）

　
　
　
　
　
　
　

次　

三
礼
（
一
心
敬
礼
）

　
　
　
　
　
　
　

次　

三
選
章

　
　
　
　
　
　
　

次　

念
仏

　
　
　
　
　
　
　

次　

発
願
文

　
　
　
　
　
　
　

次　

後
伽
陀
（
還
来
生
死
輪
轉
家
）」

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
【
参
考
文
献
】

　

天
納
伝
中
氏
『
天
台
声
明
』『
天
台
声
明
概
説
』『
魚
山
六
巻
帖
』

　

岩
田
宗
一
氏
『
声
明
の
研
究
』

 
誉
田
玄
昭
氏
『
伝
承
と
現
行
の
天
台
声
明
』

 
片
岡
義
道
氏
『
叡
聲
論
攷
』

 

中
山
玄
雄
氏
『
魚
山
聲
明
全
集
』『
二
十
五
三
昧
式
』

 

比
叡
山
延
暦
寺
学
問
所
『
慈
恵
大
師
講
式
』
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即
真
尊
靇
氏
『
涅
槃
講
式
』

 
宍
戸
栄
雄
氏
『
三
途
講
式
』

 

勤
式
指
導
所
編
『
聲
明
集
解
説
』

 

　

阿
川
文
正
氏
「 
知
恩
講
私
記
と
法
然
上
人
に
関
す
る
諸
問
題
」
大

正
大
学
研
究
紀
要　

第
五
十
一
号

　
伊
藤
唯
眞
氏
「�

古
法
然
傳
の
成
立
史
的
考
察
―
特
に
『
知
恩
講
私

記
』
を
繞
っ
て
―
」
法
然
上
人
傳
の
成
立
史
的
研

究
Ⅳ

　

赤
松
俊
秀
氏
「 

新
出
の
『
知
恩
講
私
記
』
に
つ
い
て
」　

日
本
歴

史　

第
二
〇
二
号

　

櫛
田
良
洪
氏
「 〔
史
料
紹
介
〕
別
時
念
仏
講
私
記
」　

日
本
仏
教
史

学　

第
十
三
号

　

山
田
雅
教
氏
「 

初
期
本
願
寺
に
お
け
る
法
要
儀
礼
―
覚
如
を
中
心

と
し
て
―
」　

教
学
研
究
所
紀
要　

三 

　

鈴
木
成
元
氏
「 

中
世
に
お
け
る
浄
土
宗
の
展
開
」
大
正
大
学
研
究

紀
要　

第
五
十
号

 〔
付　

記
〕

　

大
谷
大
学
図
書
館
、
魚
山
宝
泉
院
御
住
職
藤
井
宏
全
師
に
は
貴
重

な
る
資
料
の
閲
覧
を
お
許
し
頂
き
、
魚
山
浄
蓮
華
院
御
住
職
多
紀
頴

忍
師
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
中
央
仏
教
学
院
講
師
大
八
木
正
雄
師
に

は
、
講
式
に
つ
い
て
御
教
示
を
頂
戴
致
し
ま
し
た
。
末
筆
乍
ら
篤
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

又
、
講
式
節
・
式
文
中
の
伽
侘
の
魚
山
譜
等
の
復
元
に
関
し
て
は

拙
著
『
知
恩
講
私
記　

葊
式
』
の
経
本
を
参
照
し
て
頂
け
る
と
幸
甚

に
存
じ
ま
す
。
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は
じ
め
に

　

再
生
医
療
と
は
、
病
気
や
ケ
ガ
に
よ
っ
て
機
能
不
全
に
お
ち
い
っ

た
組
織
や
臓
器
・
器
官
の
機
能
を
再
生
す
る
た
め
の
治
療
手
段
で
あ

り
、
移
植
医
療
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
と
と
も

に
近
年
急
速
に
研
究
開
発
が
進
展
し
て
い
る
医
療
分
野
で
あ
る
。
移

植
医
療
に
関
し
て
は
脳
死
の
問
題
、
ド
ナ
ー
の
本
人
意
志
の
確
認
問

題
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
優
先
順
位
の
決
定
方
法
な
ど
様
々
な
倫
理
問

題
を
抱
え
た
ま
ま
法
改
正
が
行
わ
れ
、
最
近
で
は
移
植
数
が
急
速
に

増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
移
植
医
療
が
持
つ
倫
理
的
な
問
題
を

回
避
す
る
た
め
の
医
療
と
言
わ
れ
て
い
る
再
生
医
療
に
は
倫
理
的
な

問
題
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
再
生
医
療
が
も
た
ら
す

可
能
性
の
あ
る
倫
理
的
な
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

一
．
再
生
医
療
と
は

　

ヒ
ト
は
組
織
や
臓
器
・
器
官
の
機
能
を
更
新
す
る
た
め
の
細
胞
増

殖
能
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
イ
モ
リ
や
プ
ラ
ナ
リ
ア
の
よ
う
に
手
足

な
ど
の
器
官
や
臓
器
を
再
生
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で

再
生
に
関
連
す
る
科
学
的
知
見
を
獲
得
し
、
そ
れ
ら
を
人
工
的
に
実

現
す
る
た
め
の
技
術
開
発
を
行
い
、
失
わ
れ
た
機
能
の
再
生
を
図
ろ

う
と
し
て
い
る
。
臓
器
や
器
官
の
機
能
再
生
に
関
す
る
科
学
的
知
見

を
体
系
的
に
整
理
し
た
学
問
分
野
が
再
生
医
学
で
あ
り
、
そ
の
知
見

を
応
用
し
て
失
わ
れ
た
機
能
を
再
生
す
る
措
置
が
再
生
医
療
と
呼
ば

れ
る
も
の
だ
。
こ
こ
で
は
両
者
を
含
む
広
義
概
念
と
し
て
再
生
医
療

と
い
う
言
葉
を
使
う
。
そ
の
理
由
は
医
療
行
為
に
お
け
る
問
題
点
だ

け
で
は
な
く
、
医
学
的
研
究
や
医
療
技
術
開
発
過
程
に
お
け
る
生
命

倫
理
的
問
題
も
分
析
検
討
の
対
象
と
す
る
た
め
で
あ
る
。　

再
生
医
療
の
倫
理
的
問
題
点

今　

岡　

達　

雄
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再
生
医
療
に
は
、
応
用
可
能
な
再
生
技
術
に
よ
っ
て
三
つ
の
領
域

が
あ
る
。
第
一
の
領
域
は
人
工
物
に
よ
る
機
能
の
再
生
で
あ
る
。
人

工
歯
根
、
人
工
血
管
、
人
工
心
臓
弁
の
よ
う
な
人
工
素
材
に
よ
る
機

能
再
生
は
一
般
的
な
医
療
技
術
と
な
っ
て
い
る
。
人
工
腎
臓
、
人
工

心
臓
の
よ
う
な
人
工
器
官
の
技
術
開
発
も
進
ん
で
い
る
が
、
そ
の
適

用
は
限
定
的
で
今
後
の
技
術
革
新
に
期
待
が
よ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

第
二
の
領
域
は
生
体
組
織
や
臓
器
・
器
官
を
使
っ
た
機
能
の
再
生

で
あ
る
。
人
工
器
官
は
未
だ
限
定
的
に
し
か
使
え
な
い
の
で
、
機
能

再
生
の
た
め
に
生
体
組
織
や
臓
器
・
器
官
を
移
植
す
る
方
法
が
考
え

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
移
植
医
療
で
あ
る
。
移
植
医
療
に

は
、
脳
死
・
臓
器
移
植
や
生
体
移
植
、
あ
る
い
は
ヒ
ト
以
外
の
生
物

か
ら
の
異
種
移
植
が
含
ま
れ
る
。

　

第
三
の
領
域
は
幹
細
胞
に
よ
る
再
生
医
療
で
あ
る
。
ヒ
ト
の
体
細

胞
は
存
在
す
る
部
分
に
対
応
し
た
機
能
の
み
を
発
現
す
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
皮
膚
の
細
胞
は
、
他
の
細
胞
に
な
る
遺
伝
情

報
を
持
っ
て
い
る
が
発
現
す
る
の
は
皮
膚
細
胞
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
幹
細
胞
と
は
、
一
般
の
細
胞
と
は
異
な
り
、
多
種
の
細
胞

へ
の
分
化
能
力
を
持
っ
た
細
胞
で
あ
る
。
幹
細
胞
に
は
、
全
て
の
細

胞
に
変
わ
る
能
力
（
全
能
性
）
を
も
っ
た
幹
細
胞
と
、
限
定
さ
れ
た

領
域
の
細
胞
に
し
か
分
化
で
き
な
い
幹
細
胞
が
あ
る
。
受
精
卵
の
胚

か
ら
樹
立
さ
れ
た
胚
性
幹
細
胞
（
Ｅ
Ｓ
細
胞
）
は
全
能
性
が
あ
る
。

一
方
、
造
血
幹
細
胞
は
白
血
球
、
赤
血
球
、
血
小
板
の
よ
う
な
限
定

さ
れ
た
細
胞
に
し
か
分
化
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
幹
細
胞
を
体

性
幹
細
胞
と
か
組
織
幹
細
胞
と
呼
ん
で
い
る
。
最
近
で
は
、
人
為
的

に
Ｅ
Ｓ
細
胞
と
同
様
の
分
化
能
力
を
持
っ
た
細
胞
を
作
る
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
人
工
多
能
性
幹
細
胞
（
ｉ
Ｐ
Ｓ
細

胞
）
で
あ
る
。
最
近
で
は
再
生
医
療
と
い
え
ば
こ
の
第
三
の
領
域
で

あ
る
幹
細
胞
に
よ
る
再
生
医
療
を
指
す
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。

再
生
医
療
の
将
来
的
な
目
標
は
、
患
者
自
身
の
細
胞
に
由
来
す
る
ｉ

Ｐ
Ｓ
細
胞
で
組
織
や
器
官
、
臓
器
を
再
生
し
治
療
に
供
す
る
こ
と
に

あ
る
。

二
．
再
生
医
療
の
倫
理
的
問
題
点
の
抽
出

　

本
論
で
は
第
三
の
領
域
で
あ
る
幹
細
胞
を
使
用
し
た
再
生
医
療
に

焦
点
を
当
て
る
。
一
般
的
に
は
、
第
二
領
域
の
移
植
医
療
が
多
く
の

倫
理
的
問
題
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
と
く
ら
べ
て
、
こ
の
幹
細
胞
を

利
用
し
た
再
生
医
療
は
倫
理
的
な
問
題
点
の
少
な
い
医
療
手
段
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
再
生
医
療
は
未
だ
研
究
開
発
段
階

に
あ
り
倫
理
的
な
問
題
が
顕
在
化
し
て
は
い
な
い
が
、
医
療
が
実
用

化
し
具
体
的
な
応
用
段
階
に
な
る
と
更
に
多
く
の
様
々
な
倫
理
的
問
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題
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。
倫
理
的
な
問
題
は
顕
在
化
す
る

ま
え
に
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
将
来
の
可

能
性
も
含
め
て
倫
理
的
問
題
点
を
抽
出
す
る
こ
と
に
し
た
。
抽
出
し

た
問
題
点
は
以
下
の
八
点
で
あ
る
。
①
受
精
卵
の
破
壊
問
題
、
②
幹

細
胞
の
所
有
権
問
題
、
③
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
治
療
の
問
題
、
④
高
コ

ス
ト
医
療
、
⑤
研
究
開
発
の
資
金
依
存
性
、
⑥
国
際
的
協
調
の
欠
如
、

⑦
人
体
の
資
源
化
、
⑧
治
療
の
た
め
の
計
画
妊
娠
・
出
産

三
．
倫
理
的
問
題
点

（
１
）
受
精
卵
の
破
壊
問
題

　

Ｅ
Ｓ
細
胞
は
人
体
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
細
胞
へ
の
分
化
能
力
を

持
っ
た
細
胞
で
、
培
養
条
件
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
細
胞

に
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
マ
ウ
ス
で
は
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
心
筋
細

胞
に
分
化
さ
せ
、
心
臓
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
筋
梗
塞
で

破
壊
さ
れ
た
心
臓
組
織
を
再
生
す
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。
将

来
的
に
は
、
治
療
対
象
の
患
者
の
体
細
胞
を
使
っ
て
ク
ロ
ー
ン
受
精

卵
を
作
成
し
、
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
取
り
出
し
、
治
療
対
象
の
細
胞
に
分
化

さ
せ
て
再
生
治
療
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
安
定

的
な
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
方
法
、
細
胞
の
培
養
条
件
の
確
立
、
細
胞
培

養
か
ら
立
体
構
造
を
持
っ
た
臓
器
の
作
成
な
ど
実
用
化
ま
で
に
は
大

き
な
ハ
ー
ド
ル
が
い
く
つ
も
あ
る
が
、
倫
理
的
な
問
題
も
あ
る
。

　

最
大
の
問
題
は
受
精
卵
の
破
壊
の
問
題
で
あ
る
。
Ｅ
Ｓ
細
胞
は
受

精
卵
を
壊
し
て
樹
立
さ
れ
る
の
で
、
受
精
卵
に
対
す
る
考
え
方
に
よ

っ
て
問
題
が
起
こ
る
。
受
精
卵
を
「
人
」
と
し
て
扱
う
の
か
否
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
も
し
「
人
」
と
し
て
扱
う
な
ら
ば
受
精
卵
は
人

格
を
持
ち
、
こ
れ
を
破
壊
す
る
こ
と
は
殺
人
に
等
し
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
人
格
が
あ
る
と
す
れ
ば
自
己
決
定
権
を
持
つ
の
か

否
か
、
受
精
卵
の
親
で
あ
る
精
子
・
卵
子
の
提
供
者
の
権
利
を
ど
の

よ
う
に
定
め
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

　

ロ
ー
マ
教
皇
庁
で
は
「
生
命
の
は
じ
ま
り
に
関
す
る
教
書
（
一
九

八
七
）」
の
中
で
、
受
精
卵
の
破
壊
は
倫
理
的
に
問
題
が
あ
る
と
指

摘
し
、
二
〇
〇
八
年
に
ヒ
ト
の
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
医
学
利
用
や
体
外
受
精

を
、
生
命
倫
理
な
観
点
か
ら
罪
と
み
な
す
と
す
る
声
明
文
を
発
表
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
に
関
し
て
は
京
都
大
学
山
中

教
授
に
よ
る
ヒ
ト
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
成
功
の
報
道
に
対
し
て
い
ち

早
く
反
応
し
、
二
〇
〇
七
年
十
一
月
ロ
ー
マ
法
王
庁
立
生
命
科
学
ア

カ
デ
ミ
ー
所
長
の
ス
グ
レ
ッ
チ
ャ
ー
氏
が
「
人
（
受
精
卵
）
を
殺
さ

ず
、
沢
山
の
病
気
を
治
す
こ
と
に
繋
が
る
重
要
な
発
見
」
と
称
賛
し
、

「
人
を
助
け
る
た
め
に
、
人
を
殺
す
、
と
言
う
、
従
来
の
Ｅ
Ｓ
幹
細

胞
の
研
究
は
、
間
違
っ
た
科
学
だ
」
と
述
べ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
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（
２
）
幹
細
胞
の
所
有
権
問
題

　

組
織
（
体
性
）
幹
細
胞
は
人
間
か
ら
提
供
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
造

血
幹
細
胞
移
植
は
骨
髄
移
植
と
か
臍
帯
血
移
植
と
い
う
方
法
で
実
施

さ
れ
る
が
、
ド
ナ
ー
と
な
る
人
間
か
ら
の
骨
髄
や
臍
帯
血
の
提
供
が

必
要
だ
。
提
供
に
当
た
っ
て
は
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
が
必

要
と
さ
れ
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
上
で
提
供
さ
れ
た

細
胞
に
関
し
て
は
、
目
的
外
使
用
は
行
わ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、

余
剰
に
な
っ
た
場
合
に
目
的
外
利
用
の
可
能
性
が
現
出
す
る
。
そ
の

場
合
、
提
供
さ
れ
た
幹
細
胞
の
所
有
権
は
誰
に
あ
る
の
か
。
そ
の
使

用
の
意
志
決
定
は
誰
が
行
う
の
か
と
い
う
問
題
が
発
生
す
る
。

　

た
と
え
ば
臍
帯
血
は
白
血
病
の
治
療
方
法
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
準
公
的
な
臍
帯
血
バ
ン
ク
や
、
臍
帯
血
を
個

人
使
用
の
目
的
で
長
期
保
存
す
る
民
間
の
臍
帯
血
バ
ン
ク
が
あ
る
。

昨
年
（
二
〇
〇
九
）
に
は
民
間
臍
帯
血
バ
ン
ク
が
一
社
倒
産
し
、
預

け
た
本
人
や
経
営
者
の
同
意
無
し
に
臍
帯
血
の
預
け
先
が
変
わ
る
と

い
う
問
題
が
起
き
た
。
ま
た
大
学
病
院
の
臍
帯
血
バ
ン
ク
で
も
保
存

中
の
臍
帯
血
を
紛
失
す
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
る
。

　

組
織
幹
細
胞
は
一
部
に
は
実
際
の
治
療
法
と
し
て
応
用
さ
れ
て
い

る
が
、
Ｅ
Ｓ
細
胞
や
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
な
ど
と
同
様
に
研
究
開
発
の
途
上

に
あ
る
。
提
供
さ
れ
た
幹
細
胞
の
利
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
提
供
時

点
で
の
説
明
と
同
意
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の

管
理
の
方
法
に
関
し
て
は
今
後
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
。

（
３
）
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
治
療
の
問
題

　

最
近
、
あ
る
種
の
遺
伝
子
を
保
有
し
て
い
る
と
特
定
の
疾
病
の
発

症
率
が
高
く
な
る
と
の
研
究
成
果
が
続
々
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
前
立
腺
ガ
ン
と
関
連
す
る
五
種
の
遺
伝
子
型
、
子
宮
内
膜
症

の
発
症
に
関
連
す
る
遺
伝
子
、
関
節
リ
ウ
マ
チ
の
発
症
に
関
与
す
る

Ｃ
Ｃ
Ｒ
６
遺
伝
子
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
投
薬
の
効
果
が
遺
伝
子
型
に

よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究

成
果
を
背
景
に
、
患
者
の
遺
伝
子
型
を
解
析
し
て
治
療
を
行
う
オ
ー

ダ
ー
メ
イ
ド
治
療
の
研
究
開
発
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

特
別
な
遺
伝
子
型
の
保
有
者
が
特
殊
な
疾
病
に
な
る
確
率
が
高
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
保
有
す
る
遺
伝
子
型
が
新
た
な
人
間
差
別

の
因
子
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
特
殊
な
疾
病
に
対
す
る
治

療
方
法
の
研
究
開
発
に
あ
た
っ
て
、
対
象
と
な
る
遺
伝
子
型
の
保
有

に
関
す
る
情
報
開
示
は
、
将
来
的
に
特
殊
な
疾
病
に
罹
患
す
る
確
率

が
高
い
こ
と
を
告
知
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
疾
病
と
遺
伝

子
型
の
関
連
研
究
や
、
遺
伝
子
型
に
よ
る
新
し
い
治
療
法
の
治
験
は
、

告
知
に
関
し
て
新
た
な
倫
理
問
題
を
生
み
出
す
。
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（
４
）
高
コ
ス
ト
医
療

　

再
生
医
療
は
、
治
療
の
た
め
に
多
額
の
費
用
が
必
要
な
医
療
の
ひ

と
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
幹
細
胞
の
抽
出
・
樹
立
、
培
養
に
は
高
価

な
機
器
と
知
識
を
持
っ
た
人
材
を
必
要
と
す
る
。
既
に
一
般
化
し
て

い
る
人
工
歯
根
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
は
高
価
な
治
療
法
で
あ
る
が
、
ｉ
Ｐ

Ｓ
細
胞
を
用
い
た
治
療
で
は
さ
ら
に
高
額
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
患
者
数
の
多
い
心
臓
疾
患
や
脳
疾
患
に
幹
細
胞
を
用
い
た
再
生

治
療
が
行
わ
れ
た
場
合
、
ど
の
程
度
の
社
会
コ
ス
ト
、
つ
ま
り
国
民

医
療
費
負
担
の
増
加
に
つ
い
て
も
事
前
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

高
コ
ス
ト
の
た
め
健
康
保
険
で
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合
に
は
自
費

負
担
と
な
る
が
、
こ
れ
は
一
部
の
富
裕
層
の
み
が
そ
の
恩
恵
に
浴
す

る
こ
と
の
出
来
る
医
療
と
な
る
。
一
部
の
富
裕
層
だ
け
が
治
療
を
受

け
る
こ
と
が
出
来
る
医
療
の
開
発
に
多
額
な
国
費
を
投
入
す
る
こ
と

も
倫
理
的
問
題
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
研
究
開
発
の
資
金
依
存
性

　

再
生
医
療
を
始
め
と
す
る
先
端
医
療
は
、
そ
の
研
究
開
発
に
膨
大

な
資
金
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
そ
の
開
発
コ
ス
ト
は
国
家

的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
税
金
で
ま
か
な
う
か
、
あ
る
い
は
企
業
の

研
究
開
発
投
資
と
し
て
企
業
利
益
の
中
か
ら
支
出
さ
れ
る
。
い
ず
れ

の
場
合
も
投
入
資
金
に
対
す
る
見
返
り
が
求
め
ら
れ
る
。
前
者
で
は

開
発
国
の
国
民
が
等
し
く
利
用
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
で
は
開

発
し
た
医
療
技
術
の
独
占
的
な
使
用
権
（
特
許
権
）
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
研
究
開
発
が
行
わ
れ
た
場
合
、
発
展

途
上
国
は
そ
の
恩
恵
か
ら
除
外
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
た
と
え
ば
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
二
〇
〇
三
年
以
降
累
計

一
三
七
人
が
死
亡
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
ワ
ク
チ
ン
開
発
の
ニ
ー
ズ

が
高
い
が
、
研
究
開
発
に
は
人
・
施
設
・
資
金
が
必
要
で
あ
り
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
国
内
で
は
研
究
開
発
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。
先
進
国

企
業
は
開
発
能
力
も
あ
り
開
発
意
思
も
あ
る
が
ワ
ク
チ
ン
開
発
の
た

め
に
は
ウ
ィ
ル
ス
が
必
要
で
あ
る
。
企
業
側
は
ウ
ィ
ル
ス
提
供
を
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
に
求
め
て
い
る
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
見
返
り
が

期
待
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
ウ
ィ
ル
ス
の
提
供
拒
否
し
て
き
た
。

こ
の
例
は
、
研
究
開
発
資
源
の
国
別
格
差
が
現
前
と
存
在
し
、
南
北

問
題
の
一
つ
に
発
展
す
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
医
療
サ
ー
ビ
ス

の
国
際
間
格
差
を
倫
理
的
な
視
点
を
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
６
）
国
際
的
協
調
の
欠
如

　

ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
問
題
で
表
面
化
し
た
の
は
研
究
開
発
に
対
す
る
規

制
が
国
別
に
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
日
本
国
内
で
は
「
ヒ
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ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
十
二
月
）」
に
よ
っ
て
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
の
作
製
は
禁
止
さ
れ
て
い

る
。
国
連
を
場
と
し
て
共
通
の
規
制
を
作
ろ
う
と
す
る
努
力
が
行
わ

れ
た
が
、
生
殖
目
的
ク
ロ
ー
ン
と
再
生
医
療
で
行
わ
れ
る
可
能
性
の

強
い
治
療
目
的
の
ク
ロ
ー
ン
で
は
状
況
が
異
な
る
と
の
意
見
が
あ
り
、

一
律
に
人
ク
ロ
ー
ン
禁
止
で
ま
と
ま
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
結
果
、

国
に
よ
っ
て
は
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
の
作
製
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
状
況

が
現
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し
く
獲
得
さ
れ
た
科
学
技
術

的
知
見
の
応
用
を
規
制
す
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
研
究
開
発
途
上
に
あ
っ
て
も
倫
理
的
問
題
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

（
７
）
人
体
の
資
源
化

　

本
来
臓
器
は
個
人
に
所
属
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
臓
器
移
植
が

普
及
し
た
社
会
で
は
、
脳
死
あ
る
い
は
心
停
止
し
た
遺
体
の
臓
器
は
、

治
療
に
使
わ
れ
る
医
療
資
源
で
あ
り
、
公
共
財
と
し
て
の
性
格
が
強

い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
血
液
バ
ン
ク
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、

臍
帯
血
バ
ン
ク
、
骨
髄
バ
ン
ク
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
組
織
幹
細
胞
バ

ン
ク
も
公
共
資
源
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
そ
こ
に

保
存
さ
れ
て
い
る
の
は
公
共
的
な
医
療
資
源
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
。
再
生
医
療
は
人
体
の
資
源
化
を
助
長
す
る
医
療
に
結
び
つ

く
可
能
性
が
高
い
。
倫
理
的
側
面
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（
８
）
治
療
の
た
め
の
計
画
妊
娠
・
出
産

　

欧
米
で
は
難
病
の
子
供
の
治
療
に
必
要
な
幹
細
胞
を
確
保
す
る
た

め
に
、
免
疫
の
型
が
一
致
す
る
子
供
を
体
外
受
精
に
よ
っ
て
誕
生
さ

せ
て
い
る
。
こ
の
目
的
で
生
ま
れ
た
子
供
は
「Savior 

（
救
世
主
）

sibling

（
兄
弟
）」
と
呼
ば
れ
、
幹
細
胞
の
提
供
者
に
な
る
。
英
国

議
会
で
は
、
子
供
の
生
命
を
救
う
方
法
が
あ
る
の
に
そ
れ
を
禁
じ
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
兄
や
姉
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
救
世
主
兄

弟
は
兄
や
姉
の
ス
ペ
ア
な
の
か
と
い
っ
た
議
論
が
行
わ
れ
た
。
イ
ギ

リ
ス
議
会
は
厳
し
い
条
件
を
付
け
た
上
で
「
救
世
主
兄
弟
」
を
認
め

る
た
が
、
再
生
医
療
が
も
た
ら
し
た
新
た
な
倫
理
的
問
題
で
あ
る
。

　

本
研
究
で
は
、
再
生
医
療
が
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
八
項
目
の

問
題
を
抽
出
し
た
。
今
後
は
各
項
目
に
詳
細
な
調
査
と
、
意
見
の
集

約
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

参
考
資
料

『
再
生
医
療
の
進
展
と
そ
の
倫
理
的
問
題
』
教
化
研
究
第
二
十
一
号
、
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浄
土
宗
総
合
研
究
所

『
生
命
の
は
じ
ま
り
に
関
す
る
教
書
』
教
皇
庁
教
理
省
著
、
カ
ト
リ

ッ
ク
中
央
協
議
会

『
万
能
細
胞
の
成
功
を
称
賛　

法
王
庁
立
ア
カ
デ
ミ
ー
』
共
同
通
信
、

二
○
○
七
・
十
一
・
二
三
配
信
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【
は
じ
め
に
】

　
『
仏
教
社
会
福
祉
辞
典
』
巻
頭
に
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
（
法

蔵
館
、
二
〇
〇
六
）。

（
前
略
）
社
会
事
業
や
社
会
福
祉
を
心
情
的
・
愛
他
的
行
為
と

し
て
し
か
捉
え
な
い
結
果
、
篤
志
家
や
宗
教
家
・
仏
教
者
ら
の

善
意
や
奉
仕
の
活
動
な
い
し
社
会
（
福
祉
）
事
業
を
感
動
的
に

物
語
る
場
合
が
、
今
な
お
、
多
い
よ
う
で
す
。
い
い
か
え
れ
ば

種
々
雑
多
な
用
語
や
概
念
が
混
在
し
て
い
て
、
正
確
な
意
味
内

容
に
つ
い
て
の
混
同
と
混
乱
が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
い
っ

て
み
れ
ば
利
他
的
な
行
為
を
美
徳
化
し
た
り
称
賛
し
た
り
す
る

だ
け
で
、
社
会
事
業
や
社
会
福
祉
に
対
す
る
正
し
い
認
識
を
欠

落
さ
せ
た
ま
ま
、
古
い
タ
イ
プ
の
慈
善
・
善
意
・
親
切
・
世

話
・
奉
仕
な
ど
の
諸
概
念
と
混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
た
め
福
祉
を
幸
福
と
読
み
か
え
る
か
、
あ
る
い
は
幸
せ
を

与
え
る
こ
と
と
解
釈
し
、
仏
教
即
福
祉

4

4

4

4

4

（
傍
点
引
用
者
）、
幸4

福
即
福
祉

4

4

4

4

、
あ
る
い
は
慈
善
事
業
即
社
会
事
業

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
か
宗
教
教
化

4

4

4

4

事
業
即
社
会
事
業

4

4

4

4

4

4

4

と
理
解
し
て
し
ま
う
過
ち
を
犯
す
こ
と
と
な

っ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
社
会
事
業
・
仏
教
社
会

福
祉
と
い
っ
て
も
、
近
代
産
業
化
社
会
の
構
造
的
欠
陥
か
ら
必

然
的
に
創
出
さ
れ
る
社
会
的
障
害
問
題
な
い
し
生
活
問
題
へ
の

対
応
策
と
い
う
点
で
、
両
者
の
本
質
的
性
格
は
異
な
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
社
会
事
業
の
前
史
的
形
態
と
し
て
の
慈

善
事
業
を
歴
史
的
・
社
会
的
現
実
態
に
お
い
て
把
握
し
、
そ
の

う
え
で
仏
教
的
慈
善
ま
た
は
仏
教
社
会
事
業
の
固
有
性
や
独
自

「
仏
教
福
祉
」
述
語
整
理
上
の
問
題
点
②

─
水
谷
幸
正
氏
所
説
「
仏
教
即
福
祉
」
は
排
さ
れ
る
べ
き
概
念
か
？
─上　

田　

千　

年
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性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
仏
教
社
会
事

業
の
本
質
・
概
念
・
内
容
・
対
象
な
い
し
明
確
な
認
識
を
得
る

こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
は
、「
仏
教
社
会
福
祉
」
或
い
は
「
仏
教
社
会
事
業
」
を
論

究
す
る
手
立
て
の
一
つ
と
い
え
る
。
大
き
な
誤
謬
が
あ
る
と
は
言
い

難
い
が
、
た
だ
発
表
者
は
傍
点
の
部
分
に
矛
盾
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

　

そ
こ
で
前
年
の
発
表
（『
仏
教
論
叢
』
五
十
四
号
所
収
、
拙
稿
①

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。）
に
て
約
束
し
た
通
り
、「
仏
教
福
祉
」
整

理
の
た
め
の
事
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
こ
こ

に
あ
る
よ
う
な
「
仏
教
即
福
祉
」
の
否
定
が
「
仏
教
福
祉
」
と
い
う

語
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
点
を
併
せ
て
発
表
し
た
い
。

【
問
題
の
所
在
と
考
え
る
「
即
」
の
理
解
】

　

ま
ず
、「
仏
教
即
福
祉
、
幸
福
即
福
祉
、
あ
る
い
は
慈
善
事
業
即

社
会
事
業
と
か
宗
教
教
化
事
業
即
社
会
事
業
と
理
解
し
て
し
ま
う
過

ち
を
犯
す
」
と
は
何
を
以
て
過
誤
と
し
て
い
る
の
か
。

　

こ
の
資
料
か
ら
類
推
す
る
と
、
前
者
と
後
者
は
同
一
あ
る
い
は
同

義
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
誤
認
し
て
い
る
事
を

指
摘
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。

　

一
見
正
し
い
指
摘
に
み
え
る
が
、
た
だ
一
連
の
「
～
即
～
」
と

「
～
両
者
の
本
質
的
性
格
は
異
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
～
」
と

い
う
文
言
に
は
矛
盾
が
あ
る
と
考
え
る
（〔
仏
教
福
祉
〕
述
語
整
理

か
ら
逸
脱
し
て
い
く
が
、
副
題
に
挙
げ
た
〔
仏
教
即
福
祉
〕
考
察
の

た
め
、
今
少
し
〔
即
〕
に
関
し
て
続
け
る
）。

　

そ
も
そ
も
「
即
」
に
は
前
者
と
後
者
を
「
＝
〔
イ
コ
ー
ル
〕」
の

よ
う
な
同
一
と
し
て
繋
げ
る
意
味
・
用
法
は
無
い
（
ま
た
〔
即
〕
を

〔
す
な
わ
ち
〕
と
読
み
か
え
た
と
し
て
も
同
一
・
同
義
と
断
定
で
き

る
用
法
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
）。

　

そ
れ
は
仏
教
語
の
例
文
で
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
一
例

に
「
煩
悩
即
菩
提
」
や
「
生
死
即
涅
槃
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
語
に
於
い
て
、
我
々
は
前
者
と
後
者
が
同
一
・
同
義
と
判
断
し
な

い
。

　
「
即
」
に
つ
い
て
『
広
辞
苑
』
第
六
版
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
）

で
は
、「
相
反
す
る
二
物
が
そ
の
ま
ま
同
等
で
差
別
の
な
い
こ
と
」

と
あ
る
。

　

元
来
は
相
似
し
た
二
つ
の
語
を
連
接
し
て
使
用
し
な
い
の
だ
。

　
「
煩
悩
即
菩
提
」
に
関
し
て
は
、
石
田
瑞
麿
『
例
文
仏
教
語
辞
典
』

（
小
学
館
、
二
〇
〇
四
。）
に
、「
煩
悩
は
そ
の
ま
ま
悟
り
の
縁
に
な
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る
こ
と
。
煩
悩
も
そ
の
本
体
は
不
変
の
真
如
に
外
な
ら
な
い
か
ら
対

立
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
い
う
。」
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
、
相

似
・
類
似
し
た
二
つ
の
語
を
連
関
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
相
反
す
る

語
に
同
一
の
関
係
性
（
同
義
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
）
が
存
在
す
る

点
を
示
す
べ
く
「
即
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

そ
し
て
発
表
者
が
矛
盾
が
あ
る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
の
は
、
こ

の
「
即
」
と
前
述
の
「
～
両
者
の
本
質
的
性
格
は
異
な
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
～
」
と
い
う
文
と
の
関
係
で
あ
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
通
り
「
即
」
は
同
一
の
関
係
性
が
存
在
す
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
本
質
的
性
格
が
異
な
ら
な
い
の
な
ら
、
先
の
文
の

論
者
の
意
に
反
し
て
、
こ
れ
ら
「
～
即
～
」
の
例
は
性
格
が
異
な
ら

な
い
と
い
う
関
係
性
を
表
し
、
む
し
ろ
過
誤
と
な
ら
ず
語
句
と
し
て

成
立
し
て
し
ま
う
の
だ
。

　
「
即
」
に
関
し
て
は
以
上
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
前
述
の
「
～
即
～
」

の
語
に
同
一
の
関
係
性
が
成
立
す
る
か
も
含
め
、
今
一
度
「
即
」
の

語
を
鑑
み
つ
つ
更
な
る
問
題
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
「
慈
善
事
業
即
社
会
事
業
」「
宗
教
教
化
事
業
即
社
会
事
業
」
は
ま

だ
相
反
す
る
語
と
も
理
解
で
き
る
の
で
特
に
問
題
視
し
な
い
が
、

「
幸
福
即
福
祉
」
に
つ
い
て
は
誤
用
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
れ
は
、
二
つ
の
語
が
相
似
し
て
い
る
事
が
主
た
る
理
由
で
あ
る

け
れ
ど
、
こ
れ
ら
の
語
の
使
用
に
も
難
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
こ

こ
で
述
べ
て
お
く
。

　

ご
く
普
通
に
考
え
る
な
ら
ば
「
幸
福
」「
福
祉
」
の
ど
ち
ら
も

「
さ
い
わ
い
」
や
「
し
あ
わ
せ
」
を
意
味
し
、
類
義
語
・
同
義
語
と

す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
た
め
に
「
幸
福
」
と
「
福
祉
」
は
、
特
に

「
即
」
を
用
い
る
必
要
が
な
い
。

　

な
の
に
敢
え
て
「
幸
福
即
福
祉
」
と
し
た
の
は
、
何
れ
か
の
語
が

任
意
に
或
い
は
恣
意
的
に
判
断
さ
れ
て
別
の
意
味
で
使
用
し
た
可
能

性
を
想
起
さ
せ
る
。

　

そ
の
可
能
性
は
前
述
の
文
中
に
み
ら
れ
る
。「
福
祉
を
幸
福
と
読

み
か
え
る
か
、
あ
る
い
は
幸
せ
を
与
え
る
こ
と
と
解
釈
し
、
仏
教
即

福
祉
、
幸
福
即
福
祉
～
」
と
あ
り
、「
福
祉
」
と
い
う
語
が
「
さ
い

わ
い
・
し
あ
わ
せ
」
と
は
別
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
事
を
示
唆

す
る
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
福
祉
」
と
い
う
語
の
解
釈
が
「
仏

教
即
福
祉
」
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
。

　

で
は
何
故
、
こ
こ
で
「
福
祉
」
を
一
般
的
な
「
さ
い
わ
い
」
と
せ

ず
別
の
意
味
を
設
定
し
た
の
か
？
ま
た
、
そ
こ
で
言
う
「
仏
教
即
福

祉
」
が
何
故
、
誤
り
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
た
の
か
？

　

前
述
の
「
～
即
～
」
の
中
、「
仏
教
即
福
祉
」
に
関
し
て
は
、
過
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去
に
「
仏
教
福
祉
」
に
関
す
る
見
解
と
し
て
論
述
さ
れ
た
文
献
が
あ

る
の
で
、
そ
れ
を
頼
り
に
以
上
二
つ
の
疑
点
を
考
察
し
た
い
。

【
水
谷
幸
正
氏
所
説
の
「
仏
教
即
福
祉
」】

　
「
仏
教
即
福
祉
」
は
近
代
に
み
ら
れ
る
概
念
で
は
な
い
（
昨
年
の

発
表
時
と
同
様
、
現
在
も
戦
前
期
の
資
料
か
ら
「
仏
教
福
祉
」
と
い

う
語
が
見
受
け
ら
れ
な
い
事
も
一
因
で
あ
る
が
）。『
佛
教
福
祉
』
創

刊
号
（
佛
教
大
学
佛
教
社
会
事
業
研
究
所
、
一
九
七
五
。）
の
水
谷

幸
正
氏
「
佛
教
社
会
福
祉
学
の
意
図
す
る
も
の
」（
同
上
、
八
～
十

七
頁
。）
に
は
（
過
去
に
『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
二
号
に
も
同
様
の

発
表
が
あ
る
が
加
筆
も
あ
る
の
で
こ
れ
を
用
い
る
。）、

（
前
略
）
現
代
社
会
、
現
代
人
間
生
活
と
佛
教
の
関
わ
り
を
ど

こ
に
求
め
る
か
、
こ
れ
は
た
し
か
に
佛
教
学
の
大
き
な
課
題
で

あ
る
。
こ
の
課
題
に
応
え
る
も
の
が
佛
教
福
祉
論

4

4

4

4

4

（
傍
点
引
用

者
。
以
下
は
任
意
に
省
略
。）
で
あ
り
佛
教
社
会
福
祉
学

4

4

4

4

4

4

4

で
あ

る
。（
水
谷
氏
の
佛
教
福
祉
論
〔
佛
教
社
会
福
祉
学
？
〕
と
し

て
の
新
た
な
仏
教
学
の
構
築
、
社
会
福
祉
学
と
の
関
わ
り
方
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
と
は
直
接
に
は
関
係
し
な
い
の
で

省
略
。）
わ
た
く
し
の
意
図
す
る
佛
教
社
会
福
祉
学
は
、
社
会

科
学
の
一
科
と
い
う
佛
教
福
祉
論
で
は
な
く
、
佛
教
プ
ロ
パ
ー

か
ら
の
必
然
的
展
開
と
し
て
の
社
会
福
祉
を
解
明
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
佛
教
が
人
間
社
会
へ
展
開
す
る
に
は
社
会
福

祉
と
い
う
形
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
の
展
開
の

し
か
た
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
考
え
か
た
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
佛
教
理
念
が
人
間
に
受
け
止
め
ら
れ
実
現
さ
れ
た
も
の
を

す
べ
て
社
会
福
祉
と
い
う
、
立
場
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ

う
に
こ
こ
で
い
う
佛
教
福
祉
と
は
佛
教
と
社
会
福
祉
と
の
た
ん

な
る
結
合
を
は
か
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
か
の
六

合
釈
で
い
う
な
ら
ば
、「
佛
教
と
福
祉
」
と
い
う
よ
う
な
相
違

釈
が
い
ま
ま
で
の
佛
教
学
や
社
会
福
祉
学
の
立
場
で
あ
り
、

「
佛
教
の
福
祉
」、「
福
祉
の
佛
教
」
と
い
う
依
主
釈
が
社
会
科

学
と
し
て
の
佛
教
社
会
福
祉
学
と
い
う
立
場
で
あ
り
、「
佛
教

即
福
祉
」
と
い
う
持
業
釈
が
わ
た
く
し
の
め
ざ
す
立
場
で
あ
る
。

（
以
下
、
こ
の
論
考
に
関
す
る
論
評
に
関
し
て
記
述
が
あ
る
が

省
略
）
た
だ
一
言
い
え
る
こ
と
は
佛
教
社
会
福
祉
論
は
社
会
科

学
の
面
で
論
ず
べ
き
で
は
な
く
、
人
間
存
在
の
根
元
を
凝
視
す

る
透
徹
し
た
哲
学
を
も
必
要
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

社
会
福
祉
論
が
社
会
科
学
の
理
論
の
間
尺
か
ら
は
み
出
し
て
は

い
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
科
学
の
間
尺
に
関
係
の
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少
い
「
佛
教
」
と
冠
し
た
佛
教
社
会
福
祉
論
は
そ
の
用
語
自
体

に
多
様
な
理
解
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
の
人

の
立
場
に
よ
っ
て
混
乱
を
生
ず
る
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
。
や
は

り
わ
た
く
し
は
、
佛
教
と
い
う
い
わ
ば
一
つ
の
哲
学
か
ら
の
必

然
的
展
開
と
し
た
い
、
と
思
う
。
そ
れ
が
科
学
以
前
で
あ
れ
哲

学
以
後
で
あ
れ
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
真
価
発
揮
の
段
階
で
両

者
は
統
一
結
合
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　

引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
水
谷
氏
の
説
く
「
仏
教
即
福
祉
」
と
い

う
「
仏
教
福
祉
」
の
立
場
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
他
に

「
仏
教
即
福
祉
」
を
提
唱
し
た
文
献
は
特
に
見
受
け
ら
れ
な
い
か
ら
、

水
谷
氏
独
自
の
展
開
で
あ
り
、
恐
ら
く
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
こ
の
水
谷
氏
所
説
の
「
仏
教
即
福
祉
」
を
考
え
て
み
た
い
。

　

前
述
の
『
仏
教
社
会
福
祉
辞
典
』
の
仏
教
と
福
祉
（
社
会
福
祉
）

を
単
に
同
一
視
す
る
と
い
う
よ
う
な
「
即
」
の
理
解
は
な
い
。「
煩

悩
即
菩
提
」
に
お
け
る
「
即
」
と
同
様
に
使
わ
れ
て
い
る
と
み
て
よ

い
。

　

ま
た
「
佛
教
即
福
祉
」
と
い
う
持
業
釈
が
わ
た
く
し
の
め
ざ
す
立

場
で
あ
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
両
者
に
一
定
の
関
係
性
が
あ
る
こ
と

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
は
「
即
」
で
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、

水
谷
氏
は
持
業
釈
で
あ
る
と
述
べ
る
。
発
表
者
は
こ
こ
に
前
述
の
疑

点
解
決
の
端
緒
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

さ
て
発
表
者
は
「
仏
教
即
福
祉
」
と
い
う
主
張
を
過
誤
と
は
考
え

な
い
。
そ
も
そ
も
「
仏
教
福
祉
」
は
こ
の
二
つ
の
語
「
仏
教
」
と

「
福
祉
」
に
比
較
検
討
で
き
う
る
接
点
（
あ
る
い
は
領
域
？
）
が
な

け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
。
こ
の
水
谷
氏
に
よ
っ
て
考
え
出
さ
れ
た

「
仏
教
即
福
祉
」
は
、
そ
の
接
点
の
新
た
な
理
解
で
あ
り
、「
仏
教
福

祉
」
と
い
う
語
の
整
理
・
理
解
の
一
助
と
な
る
可
能
性
を
現
在
も
持

つ
と
考
え
る
（
そ
れ
は
仏
教
徒
か
ら
み
た
〔
仏
教
福
祉
〕
展
開
の
ひ

と
つ
と
い
え
よ
う
）。
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
状
こ
の
立
場
は
「
仏
教

即
福
祉
」
と
い
う
語
す
ら
も
含
め
誤
り
と
さ
れ
て
い
る
。

【「
仏
教
福
祉
」
理
解
の
一
助
に
な
り
得
る 

　
「
仏
教
即
福
祉
」
は
何
故
、
現
状
で
は
排
さ
れ
る
の
か
？
】

　

で
は
、
水
谷
氏
の
論
述
か
ら
、
先
の
二
つ
の
疑
点
も
含
め
て
確
認

し
た
い
。

　

ま
ず
「
福
祉
」
の
語
義
に
関
す
る
記
述
が
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
わ
た
く
し
の
意
図
す
る
佛
教
社
会
福
祉
学
は
、
社
会
科
学
の
一

科
と
い
う
佛
教
福
祉
論
で
は
な
く
、
佛
教
プ
ロ
パ
ー
か
ら
の
必
然
的

展
開
と
し
て
の
社
会
福
祉
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
佛
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教
が
人
間
社
会
へ
展
開
す
る
に
は
社
会
福
祉
と
い
う
形
態
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
の
展
開
の
し
か
た
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と

い
う
考
え
か
た
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
佛
教
理
念
が
人
間
に
受
け
止
め

ら
れ
実
現
さ
れ
た
も
の
を
す
べ
て
社
会
福
祉
と
い
う
、
立
場
で
あ

る
。」
と
あ
る
。
以
上
か
ら
当
時
、
水
谷
氏
は
「
福
祉
＝
社
会
福
祉
」

と
す
る
見
解
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
で
の
「
仏
教
即
福

祉
」
は
「
仏
教
即
社
会
福
祉
」
と
言
い
換
え
る
事
が
可
能
と
な
る
。

　

こ
れ
に
関
し
て
、
社
会
福
祉
は
社
会
科
学
の
一
分
野
で
し
か
な
い

と
捉
え
て
い
る
上
田
千
秋
氏
か
ら
「
科
学
以
前
の
認
識
」
と
の
批
判

を
受
け
て
い
る
。
水
谷
氏
の
示
す
「
仏
教
即
福
祉
」
と
い
う
語
の
み

で
は
特
に
過
誤
は
な
い
け
れ
ど
、
す
で
に
「
社
会
福
祉
」
の
語
義
が
、

社
会
科
学
の
領
域
に
於
い
て
整
理
・
成
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
と

重
な
る
た
め
、
そ
れ
を
支
持
す
る
上
田
氏
、
孝
橋
正
一
氏
に
よ
り
、

こ
こ
に
挙
げ
た
水
谷
氏
の
主
張
し
た
「
社
会
福
祉
」
の
語
義
に
つ
い

て
、
強
硬
な
反
論
・
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
次
回

発
表
に
触
れ
る
つ
も
り
な
の
で
省
略
）。

　

更
に
、
以
下
の
点
か
ら
「
仏
教
」
と
「
福
祉
」（
こ
こ
で
は
〔
社

会
福
祉
〕）
を
同
一
視
し
て
い
る
と
さ
れ
た
こ
と
も
一
因
と
推
察
す

る
。

　
「
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
こ
で
い
う
佛
教
福
祉
と
は
佛
教
と
社

会
福
祉
と
の
た
ん
な
る
結
合
を
は
か
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
を
か
の
六
合
釈
で
い
う
な
ら
ば
、〔
佛
教
と
福
祉
〕
と
い
う
よ
う

な
相
違
釈
が
い
ま
ま
で
の
佛
教
学
や
社
会
福
祉
学
の
立
場
で
あ
り
、

〔
佛
教
の
福
祉
〕、〔
福
祉
の
佛
教
〕
と
い
う
依
主
釈
が
社
会
科
学
と

し
て
の
佛
教
社
会
福
祉
学
と
い
う
立
場
で
あ
り
、〔
佛
教
即
福
祉
〕

と
い
う
持
業
釈
が
わ
た
く
し
の
め
ざ
す
立
場
で
あ
る
。」

　

こ
こ
の
六
合
釈
の
中
、
持
業
釈
は
二
つ
の
語
の
何
れ
か
が
形
容
詞

的
に
扱
わ
れ
る
合
成
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
仏
教

語
理
解
の
た
め
の
文
法
の
一
つ
で
あ
る
。（
主
と
し
て
前
節
の
語
が

形
容
詞
的
に
扱
わ
れ
る
が
、
梵
文
法
を
明
確
に
反
映
し
て
い
る
訳
で

も
な
い
の
で
今
は
限
定
し
な
い
で
お
く
）。

　

表
現
と
し
て
適
切
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
「
赤
パ
ジ
ャ
マ
」
も

こ
の
釈
に
相
当
す
る
。
こ
の
釈
に
よ
っ
て
、
そ
の
パ
ジ
ャ
マ
は
赤
い

事
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
赤
い
も
の
が
、
す
べ
て
パ
ジ
ャ
マ
と

な
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
仏
教
即
福
祉
」
が
、
ど
う
形
容
さ
れ
て
い
る
か
不
明
瞭
で
あ
る

け
れ
ど
、
先
の
記
述
か
ら
「
仏
教
と
い
う
福
祉
な
る
も
の
」
と
す
る

の
は
可
能
と
い
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
大
き
な
問
題
点
が
あ
る
。
た
と
え
「
即
」
を
用
い
た
と

し
て
も
、
六
合
釈
を
踏
ま
え
て
い
な
け
れ
ば
全
く
同
じ
と
考
え
て
し
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ま
う
可
能
性
が
著
し
く
高
い
。

　

な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
本
来
の
水
谷
氏
の
主
張
と
全
く
違
う
、
ま
る

で
「
赤
い
も
の
は
パ
ジ
ャ
マ
だ
」
か
と
言
っ
た
よ
う
な
「
仏
教
な
ら

ば
何
も
か
も
福
祉
だ
」
と
の
誤
解
を
受
け
て
し
ま
う
危
険
が
常
に
潜

み
、
か
え
っ
て
「
仏
教
福
祉
」「
仏
教
即
福
祉
」
の
語
義
の
混
乱
が

生
じ
て
し
ま
う
。

【
最
後
に
】

　

箇
条
書
き
に
て
今
回
挙
げ
た
問
題
点
を
挙
げ
、
現
時
点
の
結
語
と

し
て
お
く
。

	

●	「
～
即
～
」
と
表
現
し
て
誤
り
と
す
る
一
連
の
主
張
は
、「
相
反
す

る
二
つ
の
語
に
関
係
性
が
あ
る
。」
と
い
う
「
即
」
本
来
の
用
法
が

守
ら
れ
て
い
な
い
。
結
果
、
矛
盾
を
生
じ
、
更
に
水
谷
氏
所
説
の

「
仏
教
即
福
祉
」
と
い
う
立
場
を
、
特
に
吟
味
す
る
こ
と
無
く
「
仏

教
な
ら
ば
何
も
か
も
福
祉
だ
」
と
い
う
よ
う
な
理
解
を
持
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
、「
仏
教
社
会
福
祉
」
の
領
域
で
は
「
仏
教
即
福
祉
」
と

い
う
見
解
は
、
現
在
も
否
定
さ
れ
続
け
て
い
る
。

	

●	「
仏
教
即
福
祉
」
と
い
う
語
は
「
仏
教
福
祉
」
理
解
の
一
助
と
し

て
大
き
な
期
待
を
持
つ
と
考
え
る
。
た
だ
、
当
時
の
水
谷
氏
の
説
く

（
目
指
す
）
立
場
は
、
社
会
科
学
か
ら
「
仏
教
（
社
会
？
）
福
祉
」

の
立
場
を
目
指
す
学
者
か
ら
痛
烈
な
批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
際
の
「
即
」
の
字
の
理
解
、
仏
教
用
語
の
解
釈
（
六
合
釈
も
含

め
）
に
関
し
て
不
明
瞭
と
な
っ
た
ま
ま
継
承
さ
れ
て
し
ま
い
、
前
述

の
『
佛
教
社
会
福
祉
辞
典
』
の
巻
頭
の
よ
う
な
記
述
や
、
そ
れ
に
類

似
し
た
主
張
が
数
多
く
生
じ
た
と
考
え
る
。

　

紙
面
の
都
合
も
あ
り
、
次
回
に
「
仏
教
即
福
祉
」
へ
の
批
判
に
関

す
る
上
田
千
秋
・
孝
橋
正
一
氏
の
主
張
を
挙
げ
、
併
せ
て
水
谷
氏
と

別
の
立
場
と
な
る
「
仏
教
福
祉
」
と
比
較
・
考
察
す
る
こ
と
を
約
束

し
て
本
発
表
を
終
え
る
。
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１　

は
じ
め
に

　

最
近
、
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
が
賑
や
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

研
究
分
野
は
こ
れ
ま
で
日
本
仏
教
史
の
下
位
カ
テ
ゴ
リ
と
し
て
の
位

置
づ
け
で
あ
っ
た
が
、
近
年
で
は
、
近
代
史
お
よ
び
近
代
研
究
と
連

携
し
な
が
ら
日
本
の
近
代
仏
教
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
る
研
究
が
増

え
て
き
た
。
研
究
方
法
や
研
究
分
野
の
位
置
づ
け
の
変
化
と
い
う
意

味
に
お
い
て
、
現
在
は
研
究
史
上
の
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る

と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
昭
和
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
四
〇
年
代
に

か
け
て
吉
田
久
一
に
よ
る
日
本
近
代
仏
教
史
に
関
す
る
先
駆
的
研
究

が
発
表
さ
れ
て
以
来
、
彼
の
研
究
視
点
は
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
に

お
い
て
重
要
な
参
照
系
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、

吉
田
が
力
点
を
お
い
た
、
仏
教
の
国
家
権
力
か
ら
の
独
立
、
内
面
的

な
信
仰
確
立
、
と
い
っ
た
近
代
的
な
「
宗
教
」
概
念
を
規
範
モ
デ
ル

に
し
た
研
究
視
点
に
は
限
界
が
あ
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
筆
者
も
同
様
に
、
従
来
の
よ
う
な
「
近
代
的
仏
教
」
と

「
伝
統
的
仏
教
」
を
対
立
図
式
と
し
て
捉
え
る
、
も
し
く
は
両
者
を

相
互
に
独
立
変
数
と
し
て
と
ら
え
る
研
究
視
点
に
は
問
題
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
い
か
に
「
伝
統
的
仏
教
」
で
あ
っ
て

も
時
代
状
況
の
影
響
を
全
く
受
け
な
か
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
当
然
考

え
に
く
い
し
、
そ
も
そ
も
「
近
代
的
仏
教
」
と
「
伝
統
的
仏
教
」
を

対
立
と
い
う
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
確
か
に
、
理

性
や
科
学
的
思
考
性
と
い
っ
た
外
来
の
近
代
的
な
価
値
を
「
近
代
的

仏
教
」
は
受
容
す
る
の
が
早
か
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
は
程
度
の

問
題
で
あ
っ
て
「
伝
統
的
仏
教
」
も
遅
ま
き
な
が
ら
の
受
容
を
見
せ

て
い
る
。
ま
た
、
両
者
は
決
し
て
独
立
変
数
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で

「
指
標
の
交
代
」
か
ら
み
る
日
本
近
代
仏
教

─
研
究
方
法
に
関
す
る
一
試
論
─

江　

島　

尚　

俊
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は
な
く
、「
近
代
的
仏
教
」
を
生
み
だ
し
た
母
体
は
「
伝
統
的
仏
教
」

で
あ
り
、「
伝
統
的
仏
教
」
は
「
近
代
的
仏
教
」
か
ら
の
影
響
も
当

然
受
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
両
者
の
境
界
線
は
非
常

に
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
区
分
そ
の
も
の
が
妥
当
な
の
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
に
疑
義
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
に

は
、
こ
の
両
者
を
何
ら
か
の
一
つ
の
俎
上
で
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る

理
論
や
視
座
が
必
要
で
あ
り
、
筆
者
は
啓
蒙
主
義
と
い
う
観
点
の
導

入
を
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
心
の
も
と
本
稿
で

は
、
一
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
啓
蒙
主
義
が
キ
リ
ス
ト
教
に

対
し
い
か
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
に
つ
い
て
参
照
し
な
が
ら
、
次

に
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
場
合
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

２　

啓
蒙
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教

　

周
知
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
一
八
世
紀
は
「
啓
蒙
の

世
紀
」「
啓
蒙
の
時
代
」
と
言
わ
れ
る１

。
こ
の
場
合
の
「
啓
蒙
」
と

は
、
人
間
の
理
性
に
重
き
を
置
き
、
教
育
と
知
識
の
普
及
に
よ
っ
て
、

無
知
蒙
昧
の
段
階
か
ら
人
々
を
啓
発
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン

ト
が
「
啓
蒙
と
は
、
人
間
が
自
分
の
未
成
年
状
態
か
ら
抜
け
出
る
こ

と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う２

。

キ
リ
ス
ト
教
史
の
文
脈
に
お
い
て
の
啓
蒙
主
義
を
性
格
づ
け
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
一
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
、
従
来
の
世
界
観

な
か
ん
ず
く
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
を
徹
底
的
に
解
体
し
た
、
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

啓
蒙
主
義
を
一
面
的
に
捉
え
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、「
フ
ィ
ロ
ゾ
ー

フ
が
憤
激
し
て
み
る
と
こ
ろ
、
教
会
は
単
に
間
違
っ
て
い
る
と
か
、

あ
る
い
は
無
節
操
で
あ
る
と
か
い
う
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
断
固
と

し
て
悪
な
の
だ３

。」
と
い
う
よ
う
に
、
対
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
側
面

に
お
い
て
は
等
し
く
激
し
い
敵
愾
心
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で

ポ
ー
タ
ー
は
こ
う
も
指
摘
す
る
。
ほ
と
ん
ど
の
啓
蒙
主
義
的
知
識
人

は
宗
教
を
廃
し
純
然
た
る
無
信
仰
を
主
張
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い

し
、
多
く
の
「
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
」
は
、
聖
職
者
や
教
会
保
守
派
の
儀

礼
を
嫌
っ
た
と
は
い
え
、
個
人
と
し
て
敬
虔
な
気
持
ち
が
無
い
わ
け

で
は
な
か
っ
た４

、
と
。
そ
こ
で
、
ポ
ー
タ
ー
は
古
典
的
な
啓
蒙
主
義

研
究
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
き
た
、
宗
教
vs
啓
蒙
主
義
、
と
い
う

二
項
対
立
区
分
で
は
な
く
、
啓
蒙
主
義
の
機
能
的
側
面
に
着
目
す
る
。

「
一
八
世
紀
の
知
識
人
は
、
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
宗
教
を
発
見
、
な

い
し
、
つ
く
り
上
げ
よ
う
と
し
た５

」
と
い
う
よ
う
に
、
啓
蒙
主
義
が

宗
教
に
与
え
た
影
響
に
着
目
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

古
く
は
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
着
眼
点
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
啓
蒙
主
義
の
宗
教
へ
の
影
響
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で
重
視
す
べ
き
は
、「
信
仰
を
拒
否
し
た
こ
と
で
は
な
く
信
仰
の
新

し
い
理
念
を
宣
布
し
た
こ
と
に
、
つ
ま
り
そ
れ
が
宗
教
の
新
し
い
形

式
を
具
体
化
し
た６

」
点
に
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
啓
蒙
主
義
は
宗

教
を
内
外
と
も
に
作
り
変
え
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

啓
蒙
主
義
と
宗
教
の
関
係
は
ポ
ー
タ
ー
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
が
、

ポ
ー
タ
ー
は
啓
蒙
主
義
を
実
生
活
の
変
化
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
も
の
と
し
て
想
定
す
る
。
ポ
ー
タ
ー
は
、
啓
蒙
主
義
を
理
念
も

し
く
は
哲
学
・
思
想
上
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
論

法
に
は
な
じ
め
ず
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
を
批
判
的
に
捉
え
る
。
ポ
ー
タ

ー
は
、
啓
蒙
主
義
の
影
響
力
は
社
会
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
及
ん
だ
と

し
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
思
想
的
に
も
宗
教
的
に
も
、
あ
ら
ゆ

る
方
面
に
お
い
て
「
非
常
に
効
果
の
あ
っ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ７

」
と
捉

え
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
啓
蒙
主
義
の
影
響
を
考
え
る
場
合
、
ポ
ー
タ
ー

の
言
う
よ
う
な
啓
蒙
主
義
の
機
能
的
側
面
に
着
目
す
る
こ
と
は
非
常

に
重
要
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
啓
蒙
主

義
は
キ
リ
ス
ト
教
を
作
り
変
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
側
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
否
定
す
べ
き
主
張
で
あ
ろ

う
。
真
理
は
普
遍
、
キ
リ
ス
ト
教
は
不
変
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
内

部
の
立
場
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
か
し
、「
宗
教
」
概
念
に
関
す
る
一

連
の
歴
史
的
研
究
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
個
々
の
諸
宗
教

は
西
洋
近
代
に
形
成
さ
れ
た
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
枠
組
に
編
纂

4

4

さ

れ
、
あ
る
べ
き
「
宗
教
」
の
姿
に
な
る
べ
く
矯
正
さ
れ
て

4

4

4

4

4

い
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
無
論
そ
れ
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
西
端
だ
け

の
現
象
で
は
な
く
、
世
界
各
地
で
起
こ
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
背
景
に
は
啓
蒙
主
義
が
あ
っ
た
こ
と
は
現
在
で
は
定
説
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
宗
教
史
研
究
者
の
ハ
ン
ス
・
G
・
キ
ッ
ペ
ン
ベ
ル
グ

に
よ
る
と
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
宗
教
を
公
と
私
に
分
け
、
公
的
領
域
の
宗

教
（
国
家
主
導
の
宗
教
）
を
私
的
領
域
の
宗
教
の
上
位
に
置
き
、
後

者
に
よ
る
公
的
領
域
へ
の
進
出
を
強
く
拒
否
し
た
。
一
方
ル
ソ
ー
は
、

私
的
も
し
く
は
公
的
な
宗
教
と
い
っ
た
区
分
で
は
捉
え
る
こ
と
の
出

来
な
い
宗
教
を
市
民
社
会
の
中
に
見
出
し
た
。
ま
た
、
カ
ン
ト
は
理

性
と
い
う
地
平
、
具
体
的
に
は
哲
学
的
吟
味
と
い
う
方
法
に
お
い
て

キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性
や
倫
理
性
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説

い
た
。
そ
の
方
法
は
他
の
諸
宗
教
に
も
適
用
さ
れ
、
個
々
の
宗
教
が

哲
学
と
い
う
一
元
的
基
準
の
上
で
吟
味
さ
れ
る
と
い
う
礎
と
な
っ
た８

。

キ
ッ
ペ
ン
ベ
ル
グ
に
よ
る
整
理
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
宗
教
論
は
、
す
べ

て
啓
蒙
主
義
に
端
を
発
し
た
宗
教
論
で
あ
り
、
そ
の
中
心
も
し
く
は

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
が
理
性
で
あ
っ
た
。
同
様
に
深
澤
英

隆
は
、
一
七
、
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
に
よ
っ
て
、
教
会
キ
リ
ス
ト
教
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の
特
殊
啓
示
に
も
と
づ
く
救
済
知
の
特
権
性
は
拒
絶
さ
れ
、
多
様
な

「
理
性
」
性
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
や
宗
教
の
再
構
築
が
は
か
ら

れ
、
あ
る
い
は
そ
の
解
体
が
目
指
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る９

。
つ
ま
り
、

キ
リ
ス
ト
教
が
独
占
的
に
提
示
し
て
き
た
伝
統
的
な
救
済
論
は
相
対

化
さ
れ
、
理
性
に
も
と
づ
く
救
済
を
兼
ね
備
え
た
新
し
い
宗
教
論
が

噴
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
理
神
論
や
自
然
的
宗
教
論
な
ど
が
そ
の
最

た
る
例
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
よ
り
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
啓
蒙
主
義
の
影
響

は
キ
リ
ス
ト
教
に
具
体
的
な
形
で
の
変
質
を
迫
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ド
イ
ツ
近
代
史
を
専
門
と
す
る
岡
崎
勝
世
は
、
啓
蒙
主
義
に

影
響
を
受
け
誕
生
し
た
実
証
主
義
的
歴
史
学
の
興
隆
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
感
覚
を
支
配
し
て
い
た
、
聖
書
に
基
づ

く
「
普
遍
史
（U

niversal H
istory

）」
が
次
第
に
解
体
さ
れ
、
近

代
歴
史
学
に
基
づ
く
「
世
界
史
」
が
採
用
さ
れ
て
い
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る10

。
新
大
陸
の
発
見
、
ノ
ア
の
大
洪
水
よ
り
古
い
歴
史
を
も
つ

中
国
史
の
存
在
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
そ
れ
ま
で
体
験
し
た
こ
と
が

無
い
事
実
は
、
聖
書
を
も
と
に
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
の
根
底

を
徐
々
に
揺
る
が
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
「
年
代
学
論
争
」
を
は
じ

め
と
し
て
、
様
々
な
聖
書
研
究
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
こ

と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
側
に
お
い
て
も
考
証
的
な
聖
書
批
判
と
い
う
手

法
が
採
用
さ
れ
、
聖
書
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
聖
書
を
対
象
と
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

た4

歴
史
研
究
が
開
始
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、

カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
の
リ
ー
シ
ャ
ル
・
シ
モ
ン
は
『
旧
約
聖
書
の
批
判

的
歴
史
』（
一
六
七
八
）
に
お
い
て
、
文
献
批
判
に
基
づ
く
聖
書
研

究
を
徹
底
的
な
形
で
追
及
し
た
。
そ
の
結
果
、
聖
書
の
内
容
に
は
人

間
の
手
に
よ
る
編
集
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
の
シ
モ
ン
に
は
、
当
時
新
興
勢
力
で
あ
っ
た
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
が
信
仰
の
根
源
と
す
る
聖
書
に
は
神
の
言
葉
以
外

に
も
、
人
間
の
記
述
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
批

判
を
展
開
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
シ

モ
ン
が
導
き
出
し
た
結
果
は
「
聖
書
批
判
が
自
立
し
、
批
判
的
聖
書

研
究
の
ほ
う
が
逆
に
聖
書
の
位
置
を
規
定
す
る
用
に
転
化
し
た11

」
こ

と
を
意
味
し
た
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
批
判
の
矛
先
は
カ
ト
リ

ッ
ク
へ
向
け
ら
れ
る
可
能
性
も
孕
ん
で
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の

対
応
は
素
早
く
、
刊
行
直
前
に
な
り
発
禁
処
分
を
下
し
て
い
る
。
そ

の
処
分
を
主
導
し
た
の
は
同
じ
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
の
ボ
シ
ュ
エ
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
ボ
シ
ュ
エ
で
さ
え
も
自
身
の
著
作
の
中
で
年
代
学
論

争
の
中
で
揺
れ
て
い
る
伝
統
的
普
遍
史
を
擁
護
で
き
る
ど
こ
ろ
か
、

逆
に
、
そ
の
限
界
を
明
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
る12

。

た
だ
、
保
守
派
に
属
す
る
ボ
シ
ュ
エ
で
さ
え
も
「
近
代
化
さ
れ
た
ア
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ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
歴
史
観
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
普
遍

史
を
侵
犯
し
な
い
か
た
ち
で
近
代
歴
史
学
の
手
法
を
取
り
入
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
た13

。
ま
さ
に
こ
れ
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
い
う
「
指
標
の

交
代
」
で
あ
り14

、
世
界
の
諸
現
象
の
根
拠
づ
け
と
な
っ
て
い
た
聖
書

が
、
啓
蒙
主
義
時
代
を
経
て
今
度
は
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
な
っ

た
こ
と
を
示
す
例
と
言
え
る
。
新
し
い
根
拠
付
け
は
理
性
で
あ
り
、

科
学
で
あ
っ
た
。「
非
常
に
効
果
の
あ
っ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
と
し

て
の
啓
蒙
主
義
、
お
よ
び
そ
れ
を
思
想
的
背
景
と
し
な
が
ら
キ
リ
ス

ト
教
か
ら
独
立
し
た
諸
科
学
の
勃
興
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
抗

し
難
い
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

３　

考
察

　

本
稿
で
は
紙
幅
の
制
限
も
あ
る
た
め
最
後
に
若
干
で
は
あ
る
が
考

察
を
行
い
た
い
。
仏
教
を
語
る
場
合
に
「
指
標
の
交
代
」
が
い
つ
起

き
る
の
か
。
批
判
的
仏
教
論
の
萌
芽
と
し
て
は
、
富
永
仲
基
を
容
易

に
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
富
永
の
場
合
は
、「
加
上
之
説
」

を
用
い
て
仏
典
・
経
典
の
歴
史
的
考
証
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
中
心

で
あ
っ
て
、
啓
蒙
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
の
よ
う
に
日
本
仏
教

そ
の
も
の
を
つ
く
り
変
え
よ
う
と
し
た
意
図
は
無
か
っ
た
。
富
永
の

役
割
と
し
て
は
、
新
し
い
仏
典
理
解
の
萌
芽
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

新
し
い
「
指
標
」
を
用
い
て
仏
典
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
新
し
い

「
仏
教
」
言
説
を
展
開
し
た
嚆
矢
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
は
、
原
坦
山

で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
原
は
明
治
一
二
年
に

東
京
大
学
で
時
の
総
理
（
当
時
に
お
け
る
総
長
の
呼
称
）
で
あ
っ
た

加
藤
弘
之
に
よ
る
招
聘
に
応
じ
て
「
仏
書
講
読
」
を
担
当
し
た
。
近

代
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
仏
教
講
義
は
こ
こ
に
始
ま
る
と

さ
れ
て
い
る11

。
そ
の
際
、
原
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
医
学
的
な
関

心
に
基
づ
い
た
実
験
主
義
的
仏
教
論
を
展
開
し
、
仏
教
は
人
間
の
心

理
作
用
を
説
明
・
解
明
し
得
る
哲
学
と
し
て
捉
え
て
い
た
点
で
あ
る
。

仏
教
を
「
心
性
哲
学
」
も
し
く
は
「
印
度
哲
学
」
と
し
て
主
張
し
た

よ
う
に
、
あ
く
ま
で
哲
学
の
一
つ
と
し
て
仏
教
を
論
じ
よ
う
と
し
た
。

そ
し
て
、
そ
こ
で
は
伝
統
的
仏
教
教
義
に
お
い
て
重
ん
じ
ら
れ
る
涅

槃
や
解
脱
の
至
上
性
は
相
対
化
さ
れ
て
お
り
、
現
実
世
界
に
お
け
る

実
践
的
活
動
が
そ
れ
ら
よ
り
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
た11

。
こ
こ
に
は
二
つ
の
「
指
標
の
交
代
」
が
見
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
仏
典
・
経
典
の
解
釈
を
め
ぐ
る
「
指
標
の
交
代
」、
も
う

一
つ
は
、
仏
教
に
お
け
る
至
上
目
的
に
関
し
て
の
「
指
標
の
交
代
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
伝
統
的
教
義
理
解
か
ら
哲
学
的
（
も
し
く
は
科

学
的
）
理
解
へ
、
出
世
間
的
目
的
か
ら
現
世
的
目
的
へ
、
と
い
っ
た

交
代
で
あ
り
、
仏
教
を
言
説
化
す
る
際
に
用
い
る
指
標
が
科
学
と
現
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世
的
目
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
姿
勢
を
最
も
強
く
引
き

継
い
だ
の
は
井
上
円
了
で
あ
っ
た
。
井
上
円
了
は
、「
護
国
愛
理
」

を
究
極
的
な
目
的
と
し
な
が
ら
、
仏
教
界
の
み
な
ら
ず
日
本
国
民
全

体
を
啓
蒙
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
、
伝
統
的
な
仏
教
教
義
や
解
釈

に
依
ら
ず
、
哲
学
的
に
再
構
成
し
た
仏
教
教
理
（
井
上
が
作
り
出
し

た
教
理
）
の
も
と
理
性
や
知
性
の
獲
得
を
目
指
し
た
。
原
や
井
上
の

よ
う
に
、
指
標
を
交
替
さ
せ
た
う
え
で
仏
教
を
論
じ
よ
う
と
す
る
の

は
「
近
代
的
仏
教
」
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
彼
ら
の
戦
略

の
根
幹
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
伝
統
的
仏
教
」
を
旧
弊
・
旧
時

代
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
自
ら
を
「
指
標
の
交
代
」
を
成
し
得

た
存
在
と
し
て
語
る
こ
と
で
「
伝
統
的
仏
教
」
を
批
判
・
攻
撃
し
た

の
で
あ
る
。「
近
代
的
仏
教
」
が
想
定
し
た
よ
う
に
、
確
か
に
「
伝

統
仏
教
」
は
時
代
遅
れ
の
側
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
が
、
決
し
て
社
会
に
お
い
て
無
用
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
伝
統
的
仏
教
」
は
国
家
主
義
や
伝
統
に
依
拠
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
、
自
ら
の
教
義
や
儀
礼
の
中
に
巧
み
に
取
り
入
れ
て
い
た
。
従

来
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
国
家
従
属
的
仏
教
と
し
て
批
判
の
対
象
と

な
っ
て
き
た
が
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
姿
勢
こ
そ
「
伝
統
的
仏
教
」

が
採
用
し
た
近
代
的
価
値
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、「
伝
統
的
仏
教
」

は
世
俗
権
力
に
自
ら
の
有
用
性
を
示
す
こ
と
で
社
会
的
存
在
と
し
て

の
宗
教
教
団
を
認
知
さ
せ
よ
う
と
す
る
戦
略
を
採
用
し
、
か
つ
、
自

ら
の
存
在
を
歴
史
的
・
伝
統
的
で
あ
る
こ
と
を
喧
伝
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
日
本
仏
教
」
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考

え
る
と
、「
近
代
的
仏
教
」
も
「
伝
統
的
仏
教
」
も
近
代
的
な
価
値

に
対
す
る
姿
勢
を
異
に
す
る
だ
け
で
、
前
者
が
理
性
や
科
学
な
ど
、

後
者
が
国
家
や
伝
統
な
ど
を
採
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
見
な
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
近
代
的
仏
教
」
に
と
っ
て
も

「
伝
統
的
仏
教
」
に
と
っ
て
も
「
指
標
の
交
代
」
は
実
際
の
現
実
で

あ
っ
た
。
そ
の
現
実
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
世
界
観
を
有
し
、
ど

の
「
指
標
」
に
則
し
て
自
ら
を
論
じ
よ
う
と
し
た
の
か
の
違
い
と
し

て
両
者
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
と
い
う
時
代
に
お
け
る
日
本

仏
教
を
全
体
と
し
て
描
け
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

は
な
は
だ
未
熟
で
は
あ
る
が
、
今
後
は
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う

な
視
点
か
ら
日
本
近
代
仏
教
を
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

注
１　

弓
削
尚
子
『
啓
蒙
の
世
紀
と
文
明
観
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇

〇
四
）
二
頁
。

２　

イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ン
ト
著
／
篠
田
英
雄
訳
『
啓
蒙
と
は
何
か　

他
四
篇
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
［
原
著
：
一
七
八
四
］）
七
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頁
。

３　

ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
著
／
見
市
雅
俊
訳
『
啓
蒙
主
義
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
四
）
五
七
頁
。

４　

同
書
、
五
二
頁
。

５　

同
書
、
五
六
頁
。

６　

エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
著
／
中
野
好
之
訳
『
啓
蒙
主
義

の
哲
学
』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
六
二
［
原
著
：
一
九
三

二
］）
一
六
五
頁
。

７　

ポ
ー
タ
ー
、
前
掲
書
、
三
一
頁
。

８　

ハ
ン
ス
・
G
・
キ
ッ
ペ
ン
ベ
ル
グ
著
／
月
本
昭
男
・
渡
辺
学
・

久
保
田
浩
訳
『
宗
教
史
の
発
見
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五

［
原
著
：
一
九
九
七
］）「
第
一
章　

宗
教
哲
学
か
ら
宗
教
史
へ
」

を
参
照
。

９　

深
澤
英
隆
『
啓
蒙
と
霊
性
―
近
代
宗
教
言
説
の
生
成
と
変
容

―
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
）
八
頁
。

10　

岡
崎
勝
世
『
聖
書
vs.
世
界
史
―
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
観
と
は

何
か
―
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
六
）「
第
四
章　

普
遍

史
か
ら
世
界
史
へ
」
を
参
照
。

11　

岡
崎
勝
世
『
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
史
か
ら
科
学
的
世
界
史
へ
―

ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
歴
史
学
研
究
―
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
）

五
五
頁
。

12　

同
書
、
六
一
―
六
二
頁
。

13　

前
川
貞
次
郎
『
歴
史
を
考
え
る
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九

八
八
）
九
八
頁
。

14　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
一
八
世
紀
以
前
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
根

拠
づ
け
と
な
っ
て
い
た
聖
書
が
一
八
世
紀
に
な
る
と
根
拠
づ
け

ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
十
八
世
紀
思
想
に
な
る
と
考
察
の
重
心
が
変
っ
て
く
る
。
…

い
わ
ば
指
標
が
交
代
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
以
前
は
他
を
根0

拠
づ
け
て
い
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

が
今
や
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
位
置
へ
、

こ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
他
を
正
当
化
し
て
き
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
今
や
正
当

0

0

づ
け
ら
れ
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

の
位
置
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の

思
想
の
動
き
は
つ
い
に
は
十
八
世
紀
の
神
学

0

0

を
も
と
ら
え
る
に

至
っ
た
。」
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
前
掲
書
、
一
九
四
頁
。

11　

末
木
文
美
士
『
近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ⅰ　

明
治
思
想
家

論
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
四
）
八
六
―
八
七
頁
。

11　

渡
部
清
「
仏
教
哲
学
者
と
し
て
の
原
坦
山
と
「
現
象
即
実
在

論
」
と
の
関
係
」（『
哲
学
科
紀
要
』
第
二
四
号
、
上
智
大
学
哲

学
科
、
一
九
九
八
）
一
〇
二
―
一
〇
三
頁
。
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一　

津
軽
の
資
料
、
南
部
の
資
料

　
『
弘①

前
藩
庁
日
記
』（
以
下
『
國
日
記
』）
の
記
事
に
よ
っ
て
続
け

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
調
査
は
、
天
明
年
代
（
一
七
八
一
～
八
九
）
の
分
を
棚
上
げ
に
し

て
ひ
と
ま
ず
終
了
し
た
。
し
か
し
当
初
は
金
光
上
人
の
顕
彰
気
運
の

傍
証
の
た
め
に
『
國
日
記
』
を
用
い
た
た
め
、
教
団
史
的
に
は
重
視

す
べ
き
事
項
を
無
視
し
て
進
め
た
考
察
も
多
く
、
再
検
討
の
余
地
が

あ
る
。

　

青
森
県
東
部
と
岩
手
県
中
部
以
北
お
よ
び
秋
田
県
北
東
部
（
旧
南

部
領
）
の
公
式
記
録
に
『
雑
書
』
が
あ
る
。
寛
永
二
一
年
（
一
六
四

四
）
か
ら
天
保
一
一
年
（
一
八
三
三
）
ま
で
書
き
継
が
れ
、
同
元
年

か
ら
明
治
維
新
ま
で
は
『
覚
書
』
に
継
続
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
記
事

か
ら
も
『
國
日
記
』
と
同
様
に
浄
土
宗
諸
寺
院
の
動
向
を
概
観
し
得

る
よ
う
で
あ
る
が
、
記
事
総
量
の
差
異
が
大
き
く
同
等
の
成
果
は
期

待
で
き
な
い
。
し
か
し
『
國
日
記
』
と
『
雑
書
』
ま
た
は
『
覚
書
』

の
両
方
に
共
通
す
る
話
題
の
記
述
が
あ
れ
ば
相
互
に
補
完
資
料
と
な

り
、
単
独
で
は
把
握
し
づ
ら
か
っ
た
事
態
の
解
明
の
一
助
と
な
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
。
そ
う
し
た
例
と
し
て
本
稿
で
は
、
元
禄
年
代
後

半
に
津
軽
領
の
浄
土
宗
寺
院
を
訪
れ
た
他
領
僧
の
動
き
に
つ
い
て
、

南
部
領
で
の
足
跡
を
も
た
ど
っ
て
概
観
し
た
い
。

　
『
雑
書
』
の
宗
教
関
係
記
事
の
重
要
な
補
足
資
料
に
同
年
代
に
記

録
さ
れ
て
い
た
『
寺③

社
記
録
』
が
あ
る
が
、
元
禄
年
代
分
の
簿
冊
は

現
存
し
な
い
。

二　

下
谷
坂
本
長
松
寺
の
月
の
輪
の
御
影
開
帳

　

江
戸
下
谷
坂
本
（
台
東
区
）
の
長
松
寺
は
清
光
山
と
号
し
知
恩
院

末
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
の
開
創
と
さ
れ
る
。
元
禄
八
年
（
一

元
禄
年
代
の
津
軽
・
南
部
領
内
に
来
訪
し
た
廻
国
・
開
帳
・
説
法
・
勧
進

遠　

藤　

聡　

明
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六
九
五
）
三
月
「
奥④

州
開
帳
ニ

津
軽
迄
通
候
、
御
当
地
ニ

四
、
五
日

逗
留
可
仕
候
」
と
南
部
側
の
了
承
を
得
た
も
の
の
津
軽
側
に
不
都
合

が
あ
り
、
翌
々
年
に
仙
台
領
を
経
て
南
部
来
訪
と
な
っ
た
。
三
月
一

八
日
か
ら
盛
岡
吉
祥
寺
、
六
月
に
下
北
半
島
の
川
内
（
む
つ
市
）
で

の
開
帳
後
「
津
軽
へ
渡
海
」
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
も
南
部
領
内
で

の
開
帳
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
他
の
足
跡
は
『
雑
書
』
に
記

さ
れ
て
い
な
い
。

　

津
軽
で
の
開
帳
は
、
元
禄
初
年
の
火
災
復
興
途
上
の
弘
前
誓
願
寺

で
行
わ
れ
た
。『
國
日
記
』
に
み
ら
れ
る
同
寺
か
ら
寺
社
奉
行
へ
の

口
上
に
は
、
他
領
か
ら
の
出
開
帳
と
い
う
前
例
の
な
い
事
態
へ
の
苦

慮
が
窺
わ
れ
る
。
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
の
遊
行
上
人
廻
国
の
受

け
入
れ
も
参
考
と
し
た
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
な
り
の
人
馬
が
支
度
さ

れ
た
。
し
か
し
御
朱
印
、
奉
加
、
馳
走
に
つ
い
て
は
確
認
の
結
果
、

そ
れ
ぞ
れ
「
御⑤

朱
印
之
儀
ハ
例
無
之
ニ
付
不
被
下
置
候
」、「
勧
進
奉

加
之
願
全
不
致
儀
ニ

候
」、「
諸
国
ニ

而
馳
走
茂
請
不
申
」
と
い
う
回

答
を
得
て
い
る
。

　

随⑥

行
を
減
員
し
て
松
前
へ
と
の
長
松
寺
の
懇
望
は
日
本
海
側
の
鯵

ケ
沢
か
ら
船
出
す
べ
く
、
周
到
な
準
備
が
さ
れ
た
。
一
〇
日
あ
ま
り

に
及
ぶ
開
帳
を
ほ
と
ん
ど
誓
願
寺
に
任
せ
て
そ
の
間
の
往
復
は
、
何

が
目
的
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
さ
さ

か
無
責
任
な
行
為
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

こ
の
長
松
寺
の
開
帳
に
は
、
芳
し
く
な
い
後
日
談
が
残
る
。
ま
ず
、

用
意
さ
れ
た
長
持
三
棹
は
人
足
の
う
ち
三
分
の
一
が
「
殊⑦

之
外
重
く

御
座
候
」
と
関
所
へ
の
道
中
に
放
り
出
し
、
入
牢
五
日
を
言
い
渡
さ

れ
た
。
次
に
、
家
来
の
者
が
城
域
に
立
ち
入
っ
た
ら
し
い
と
の
嫌
疑

が
か
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
は
渡⑧

道
時
に
弘
前
残
留
の
家
来
二
人
が
岩

木
山
神
社
別
当
百
沢
寺
（
真
言
宗
、
現
廃
寺
）
を
見
物
に
行
き
、
あ

れ
こ
れ
見
聞
き
し
て
行
っ
た
と
の
苦
情
に
近
い
報
告
が
百
沢
寺
か
ら

寺
社
奉
行
に
な
さ
れ
て
い
る
。

三　

東
大
寺
塔
頭
龍
松
院
の
講
談
宝
物
広
め

　

龍
松
院
は
東
大
寺
西
隣
の
指
図
堂
、
ま
た
念
仏
堂
と
呼
ば
れ
る
塔

頭
で
、
法
然
上
人
が
当
時
の
「
東
大
寺
大
勧
進
」
重
源
の
招
請
に
よ

り
三
部
経
講
説
を
行
な
っ
た
地
と
い
わ
れ
、「
さ
え
ら
れ
ぬ
光
も
あ

る
を
…
」
の
御
詠
歌
で
知
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
八
年
に
住
持
が
増
上

寺
の
貞
誉
了
也
大
僧
正
に
請
い
、
相
伝
を
受
け
て
い
る
。
同
一
三
年

に
津
軽
を
訪
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
同
人
で
あ
ろ
う
。
秋
田
領
か
ら
の

弘
前
入
り
に
先
立
ち
宿⑨

坊
と
な
る
貞
昌
寺
の
修
繕
が
命
ぜ
ら
れ
応⑩

対

の
段
取
り
等
、
細
部
に
至
る
確
認
が
半
月
前
か
ら
行
わ
れ
た
。
献
立

等
諸
接
待
の
措
置
は
、
前
項
長
松
寺
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
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厚
遇
で
あ
る
。

　
『
國
日
記
』
の
事
前
の
記
事
に
よ
れ
ば
こ
の
来
訪
の
目
的
は
「
町

よ
り
参
詣
之
儀
勝
手
次
第
」
の
「
宝
物
弘
め
東
大
寺
縁
起
講
談
」
で

あ
る
が
、
民
間
の
記
録
で
あ
る
『
永⑪

禄
日
記
』
に
は
、

弘
前
貞
昌
寺
江
奈
良
大
仏
殿
建
立
ノ
奉
加
帳
参
り
よ
う
音
院
と

申
御
寺
御
下
被
成
候
。
色
々
の
宝
物
拜
せ
申
候
。

と
記
さ
れ
、『
梅⑫

田
日
記
』
で
は
「
奉
加
帳
来
り
し
由
知
恩
院
と
申

御
寺
」
と
さ
れ
て
い
る
。
大
仏
の
開
眼
供
養
は
元
禄
五
年
で
あ
っ
た

が
大
仏
殿
は
未
成
で
あ
り
、
実
際
の
来
訪
目
的
は
そ
の
奉
加
で
あ
る
。

九
月
一
日
限
り
の
開
筵
で
即
日
奉
加
銭
も
確
認
さ
れ
た
が
弘
前
城
下

に
留
ま
る
こ
と
十
日
、
小
袖
二
、
綿
子
一
、
銀
子
十
枚
を
藩
主
よ
り

与
え
ら
れ
一
〇
日
に
黒
石
へ
と
向
っ
て
い
る
。
一⑬

〇
月
三
日
に
は
盛

岡
で
藩
主
よ
り
銀
子
二
枚
を
受
け
て
南
下
し
た
と
『
雑
書
』
に
記
さ

れ
る
が
、
そ
の
他
の
南
部
領
で
の
動
き
は
伝
え
ら
れ
な
い
。

　

翌⑭

年
三
月
に
幕
府
の
勘
定
奉
行
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
口
上
之
覚
」

の
記
載
が
あ
る
。
先
の
勧
化
は
思
い
の
ほ
か
勧
金
が
集
ま
ら
ず
、
同

年
と
翌
年
に
勧
化
を
行
い
た
い
と
の
内
容
で
あ
る
。
さ⑮

ら
に
は
前
年

の
勧
金
に
つ
い
て
着
服
が
疑
わ
れ
、
拠
出
者
の
居
住
地
別
の
報
告
が

『
國
日
記
』
に
み
ら
れ
る
。
大
仏
殿
の
完
成
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇

九
）
で
あ
っ
た
。

四　

山
城
飯
岡
西
方
寺
の
開
帳

　

西
方
寺
は
宇
治
市
五
ケ
庄
に
あ
り
、『
蓮⑯

門
精
舎
旧
詞
』
に
は
寛

永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
の
開
創
、
開
山
は
袋
中
と
記
さ
れ
て
い
る

が
、
近
衛
家
の
菩
提
所
と
し
て
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
住

持
良
雲
が
伴
僧
四
人
を
従
え
、
袋
中
自
作
の
如
来
像
等
と
と
も
に
北

奥
の
地
を
訪
れ
た
の
は
元⑰

禄
一
四
年
一
一
月
で
あ
っ
た
。
秋
田
領
能

代
光
台
寺
で
開
帳
の
後
、
南
部
領
で
実
施
を
と
の
盛
岡
の
名
越
派
僧

録
光
台
寺
を
通
じ
て
の
申
し
出
に
対
し
て
は
、

御
城
下
道
筋
ニ
お
い
て
開
帳
可
有
之
候
、
在
々
ハ
当
年
不
作
付
、

困
窮
之
間
無
用
可
仕
之
旨

と
い
う
裁
定
が
下
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
の
動
き
は
『
雑
書
』
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
翌⑱

年
四
月

に
は
弘
前
に
来
訪
、
白
道
院
で
の
「
勝
手
次
第
開
帳
」
が
許
さ
れ
た
。

当
初
七
日
間
だ
っ
た
予
定
は
二
日
の
延
長
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
以
上
の
史
実
が
伝
え
ら
れ
な
い
。

　

記
録
の
質
量
と
も
に
乏
し
く
実
情
を
把
握
し
づ
ら
い
が
、
格
別
著

名
で
も
な
く
さ
ほ
ど
な
じ
み
あ
る
地
域
で
も
な
い
一
般
の
寺
院
は
、

出
開
帳
先
で
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
な
い
と
い
う
例
証
と
言
え
そ
う
で
あ

る
。
善
光
寺
の
来
訪
予
定
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
影
響
し
た
に
違
い
な
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い
。五　

信
濃
善
光
寺
如
来
の
開
帳

　

長
野
の
定
額
山
善
光
寺
に
は
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
完
成
の
本

堂
が
あ
っ
た
が
粗
末
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
建
替
え
の
た
め
に

諸
国
へ
の
出
開
帳
に
よ
る
勧
化
が
行
な
わ
れ
た
。
南
部
領
へ
の
来
訪

は
元
禄
一
〇
年
五
月
で
、
二
五
日
に
花
巻
広
隆
寺
（
浄
土
宗
）
へ
一

宿
、
翌
日
か
ら
二
日
間
の
開
帳
が
行
な
わ
れ
た
。
戒
善
院
（
善
光
寺

大
勧
進
）
は
じ
め
出
家
九
人
、
侍
五
人
、
中
間
八
人
の
大
所
帯
で
あ

る
。
二
八
日
に
は
盛
岡
法
輪
院
（
天
台
宗
僧
禄
、
現
廃
寺
）
へ
来
着
、

翌
月
一
〇
日
ま
で
の
開
帳
が
行
な
わ
れ
た
。
事
前
の
確
認
の
結
果
、

戒⑲

善
院
廻
国
之
所
々
従
御
大
名
様
逗
留
中
御
菓
子
・
野
菜
等
御

音
信
被
成
、
伝
馬
人
足
入
用
次
第
御
借
被
遣
候
、
御
馳
走
之
儀

は
戒
善
院
断
被
申
候
付
、
急
度
仕
た
る
御
馳
走
ハ
と
な
た
様
に

て
も
不
被
成
由
申
候
（
下
略
）

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
菓
子
や
白
銀
五
〇
両
が
藩
主
か
ら
届
け
ら
れ

て
い
る
。

　

戒
善
院
は
陸
路
津
軽
入
り
、
小
湊
に
一
泊
し
て
青
森
正
覚
寺
で
三

日
間
の
開
帳
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
浪
岡
に
一
泊
し
て
六
月
二
七

日
に
弘
前
入
り
し
て
い
る
。
領
内
に
は
天
台
宗
寺
院
も
複
数
あ
っ
た

が
宿
坊
は
貞
昌
寺
と
さ
れ
、
七
日
間
の
開
帳
で
あ
っ
た
。
国
境
の
碇

ケ
関
庵
寺
に
一
泊
し
て
秋
田
領
入
り
し
た
の
が
七
月
七
日
、
四
〇
〇

両
の
勧
金
は
後
日
別
に
届
け
ら
れ
た
。
本
堂
の
完
成
は
宝
永
七
年

（
一
七
一
〇
）
で
あ
る
。

　

前
出
の
『
永
禄
日
記
』
に
は
、「
信
濃
か
ら
借
銭
だ
ら
け
の
仏
来

て　

百
に
五
升
は
安
き
物
哉
」
と
の
落
首
が
記
さ
れ
て
い
る
。

六　

山
城
伏
見
大
樹
院
城
誉
空
念
の
廻
国
奉
納

　

前
項
ま
で
に
述
べ
た
諸
例
よ
り
も
年
代
的
に
先
行
す
る
が
南
部
領

に
は
無
関
係
で
、『
國
日
記
』
に
記
載
の
な
い
参
考
事
例
で
あ
る
。

城⑳

誉
空
念
は
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
か
ら
元
禄
四
年
ま
で
の
毎
年
、

北
は
青
森
か
ら
南
は
熊
本
ま
で
各
地
の
寺
院
に
曼
荼
羅
や
涅
槃
図
等

を
奉
納
し
た
。
最
終
と
な
っ
た
青
森
県
の
摂
取
院
（
南
津
軽
郡
藤
崎

町
）
の
寺
史
を
ま
と
め
た
『
摂
取
院
之
記
』（
明
治
二
七
年
）
に
一

覧
が
記
さ
れ
て
い
る
。
奉
納
寺
院
選
取
の
基
準
や
発
願
の
機
縁
な
ど

は
不
明
で
あ
る
が
、『
永
禄
日
記
』
等
の
元
禄
四
年
六
月
の
摂
取
院

関
連
記
事
は
信
頼
で
き
る
。

　

空
念
は
特
定
寺
院
に
身
を
置
か
な
い
「
道
心
」
と
し
て
活
動
し
て

い
た
が
、
参
詣
人
の
髪
の
毛
で
縫
っ
た
曼
荼
羅
を
摂
取
院
で
公
開
す

る
直
前
に
、
か
つ
て
の
奉
納
先
で
あ
る
大
樹
院
の
住
職
に
任
ぜ
ら
れ
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た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
不
本
意
な
が
ら
廻
国
奉
納
を
打
ち
切

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。

七　

心
誉
蓮
池
の
誓
願
寺
大
仏
造
立
奉
加

　

前
項
の
空
念
来
訪
時
点
の
摂
取
院
住
職
心
誉
蓮
池
は
什
物
整
備
や

史
的
解
明
に
尽
力
し
た
が
、
ほ
ど
な
く
同
院
を
辞
し
「
道
心
」
と
し

て
活
動
し
た
。
誓
願
寺
良
心
安
貞
に
仕
え
る
形
で
焼
失
し
た
同
寺
大

仏
の
造
立
を
元
禄
一
〇
年
に
企
図
、
江
戸
に
上
っ
て
祐
天
上
人
か
ら

受
け
た
名
号
千
幅
で
津
軽
領
内
の
奉
加
に
あ
た
っ
た
。
大
仏
は
宝
永

四
年
（
一
七
〇
七
）
に
開
眼
法
要
を
終
え
た
が
未
払
い
金
が
残
り
、

翌
年
願
い
出
た
再
度
の
奉
加
に
よ
り
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
よ

う
や
く
返
済
を
終
え
て
い
る
。
一
人
の
僧
侶
の
動
向
と
し
て
『
國
日

記
』
に
残
る
記
事
分
量
の
多
さ
は
、
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
。

　

本
例
は
他
領
か
ら
の
来
訪
で
は
な
い
う
え
地
元
寺
院
の
た
め
の
勧

募
で
あ
り
前
項
ま
で
の
も
の
と
は
性
格
が
異
な
る
が
、
蓮
池
は
秋
田

領
の
出
身
で
あ
る
。
他
国
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
親
近
感
を
欠
き
、
勧

金
の
集
ま
り
を
鈍
ら
せ
た
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

八　

お
わ
り
に

　

空
前
の
好
景
気
に
わ
い
た
と
さ
れ
る
元
禄
年
代
、
活
況
を
呈
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
江
戸
や
京
都
か
ら
来
訪
し
た
僧
は
、
結
果
と
し
て
そ

れ
ま
で
北
奥
の
地
に
な
か
っ
た
様
相
の
仏
教
感
覚
を
も
た
ら
し
た
。

少
な
く
と
も
そ
う
し
た
気
概
で
僻
遠
の
辺
地
へ
も
足
を
向
け
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
現
地
の
受
容
態
勢
の
弱
さ
へ
の
失
望
感
は
容
易
に
察

せ
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
廻
国
、
開
帳
、
説
法
、
勧
進
を
異
な
る
も
の
と
仮
定
し

て
確
認
で
き
た
事
例
す
べ
て
を
略
説
し
た
が
、
結
果
的
に
は
い
ず
れ

も
募
財
に
つ
な
が
る
も
の
で
、
来
訪
側
の
期
待
に
添
わ
な
い
こ
と
が

多
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
間
元
禄
八
年
、
一
四
年
、

一
五
年
と
凶
作
の
年
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
も
多
分
に
影
響
し
て

い
よ
う
。

註
①　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

②　

原
本
は
盛
岡
市
立
中
央
公
民
館
蔵
、
一
九
七
冊
。
活
字
本
『
盛

岡
藩
雑
書
』
が
刊
行
中
。

③　

盛
岡
市
立
中
央
公
民
館
蔵
。

④　
『
盛
岡
藩
雑
書
』
第
六
巻
四
八
二
頁
。

⑤　
『
國
日
記
』
元
禄
十
年
六
月
二
十
六
日
条
。

⑥　
『
國
日
記
』
元
禄
十
年
七
月
十
六
日
条
。
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⑦　
『
國
日
記
』
元
禄
十
年
七
月
二
十
日
条
。

⑧　
『
國
日
記
』
元
禄
十
年
七
月
二
十
九
日
条
。

⑨　
『
國
日
記
』
元
禄
十
三
年
八
月
十
八
日
条
。

⑩　
『
國
日
記
』
元
禄
十
三
年
八
月
十
八
日
条
。

⑪　

青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
刊
『
永
禄
日
記
』
八
九
頁
。

⑫　
『
永
禄
日
記
』
館
野
越
本
、
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

⑬　
『
盛
岡
藩
雑
書
』
第
七
巻
五
一
三
頁
。

⑭　
『
盛
岡
藩
雑
書
』
第
七
巻
六
六
一
頁
。

⑮　
『
國
日
記
』
元
禄
十
四
年
五
月
四
日
条
。

⑯　
『
浄
土
宗
全
書
』
続
十
九
巻
六
八
五
頁
。

⑰　
『
盛
岡
藩
雑
書
』
第
七
巻
七
四
七
頁
。

⑱　
『
國
日
記
』
元
禄
十
五
年
五
月
二
日
条
。

⑲　
『
盛
岡
藩
雑
書
』
第
七
巻
八
三
一
頁
。

⑳　
『
金
光
上
人
関
係
伝
承
資
料
集
』
一
七
三
頁
。
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は
じ
め
に

　

本
来
祭
文
は
、
法
会
修
法
に
あ
た
っ
て
祈
祷
、
願
意
を
の
べ
た
も

の
で
、
古
代
は
厳
粛
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
に
な
る
と
山

伏
の
手
に
わ
た
り
、
中
世
に
は
娯
楽
的
要
素
を
加
味
し
て
ひ
ろ
ま
っ

た
節
付
語
り
物
で
あ
る
。

　

神
仏
混
交
的
な
思
想
で
形
づ
け
ら
れ
、
五
音
、
七
音
の
言
葉
で
た

く
み
に
織
り
な
す
と
、
不
思
議
と
音
楽
的
な
響
き
が
生
ま
れ
て
く
る

特
性
か
ら
、
様
々
な
芸
能
が
生
ま
れ
て
き
た
。
声
明
や
祝
詞
由
来
の

節
回
し
で
も
っ
て
、
聴
く
も
の
の
涙
を
し
ぼ
り
、
情
念
に
訴
え
、
さ

さ
や
か
な
喜
捨
を
仰
ぐ
芸
能
者
の
特
技
で
あ
っ
た
。

　

教
化
と
い
え
ば
、
現
代
で
は
説
教
や
布
教
活
動
を
さ
す
け
れ
ど
、

芸
能
と
い
う
形
で
あ
っ
て
も
仏
の
声
は
多
く
の
人
の
耳
に
入
り
、

日
々
の
生
活
に
潤
い
を
あ
た
え
、
世
の
無
常
と
因
果
応
報
と
い
う
美

意
識
の
源
流
を
作
り
、
唱
道
文
学
や
他
の
諸
芸
能
に
も
影
響
を
与
え

て
い
る
。

　

本
来
、
仏
教
教
義
ま
た
は
仏
教
経
典
の
講
読
、
布
教
の
な
か
に
芽

生
え
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
真
面
目
な
は
ず
の
祭
文
が
ど
の
よ
う
な

経
緯
で
崩
れ
、
遊
芸
化
し
た
の
か
祭
文
語
り
の
伝
承
を
考
察
し
て
み

た
い
。

一　

祭
文
と
は

　

神
と
仏
を
混
交
し
て
信
仰
す
る
代
表
的
な
宗
教
と
し
て
修
験
道
が

あ
る
。
密
教
が
渡
来
し
て
か
ら
、
神
仏
が
す
す
め
ら
れ
、
現
世
利
益

の
求
め
に
応
じ
て
加
持
を
を
行
い
、
駆
使
し
た
の
で
験
者
と
も
呼
ば

れ
た
。
そ
の
山
伏
が
法
要
に
際
し
て
本
尊
の
徳
を
讃
え
、
報
恩
の
徴

祭
文
の
研
究

─
祭
文
語
り
の
伝
承
─

加　

藤　

善　

也
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意
か
ら
供
養
を
受
け
た
ま
え
と
奏
す
る
祭
典
の
文
章
が
本
来
の
「
祭

文
」
で
あ
る
。「
さ
い
も
ん
」
と
呉
音
で
呼
称
し
、
名
文
を
特
殊
な

曲
節
や
抑
揚
で
読
み
上
げ
る
。「
祭
」
は
「
さ
さ
げ
ま
つ
る
、
奉
る
」

の
意
で
あ
る
。

　

中
世
ま
で
に
興
味
本
位
の
祭
文
、
娯
楽
化
さ
れ
た
祭
文
が
で
き
た

の
は
、
猿
楽
や
狂
言
が
芸
能
と
し
て
大
成
し
、
神
事
や
仏
事
が
俗
化

す
る
の
で
そ
の
流
れ
と
共
に
芸
能
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

祭
文
の
文
辞
は
は
じ
め
祝
詞
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
作
ら
れ
た
か
も
知

れ
な
い
が
、
五
来　

重
編
「
近
世
庶
民
生
活
資
料
」
第
十
七
巻
に
、

神
道
、
仏
教
両
方
の
例
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

平
安
時
代
の
神
道
系
の
祭
文
で
戯
作
風
『
宮
咩
奠
祭
文
』
に
は

「
餅
ノ
持
弘
メ
給
ヒ
清
酒
ノ
速
ニ
堅
魚
ノ
堅
ラ
カ
ニ
恵
給
ニ
鯛
ノ
平

ク
…
…
」
と
言
葉
の
洒
落
を
楽
し
ん
で
い
る
。

　
『
牛
祭
の
祭
文
』（
室
町
時
代
、
京
都
太
秦
広
隆
寺
恵
心
僧
都
作
）

「
請
請
拝
謹
ん
で
啓
す
…
…
応
永
九
年
無
射
十
二
ノ
天
矢
…
…
総
テ

ハ
日
本
国
中
大
小
ノ
神
祇
…
…
家
々
ノ
大
黒
天
神
ノ
袋
持
チ
ニ
至
ル

マ
デ
驚
カ
シ
言
シ
テ
言
サ
ク
…
…
敬
ッ
テ
白
ス
」
お
も
し
ろ
お
か
し

く
、
災
難
疫
病
の
退
散
を
念
じ
る
。
神
事
や
仏
事
が
俗
化
し
、
仏
会

の
余
興
に
祭
文
の
も
じ
り
も
の
を
出
す
こ
と
が
行
わ
れ
た
。

　

山
伏
の
中
に
は
真
の
修
験
道
に
生
き
ず
、
苦
行
を
捨
て
て
娯
楽
本

位
の
も
じ
り
祭
文
だ
け
を
行
っ
て
暮
ら
す
も
の
も
あ
り
、
祭
文
は
声

明
で
唱
え
ら
れ
る
の
で
曲
調
は
謹
厳
な
も
の
で
あ
る
が
、
俗
化
さ
せ

て
娯
楽
的
な
そ
そ
り
節
と
な
り
、
や
が
て
歌
祭
文
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。二　

歌
祭
文

　

祭
文
が
近
世
に
か
け
て
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
遊
芸
化
さ

れ
、
江
戸
時
代
の
歌
祭
文
の
発
生
を
見
る
に
至
っ
た
か
、
そ
の
あ
た

り
は
今
日
な
お
明
瞭
で
は
な
い
が
、『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
七
に
、
江

戸
祭
文
語
り
の
図
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
節
に
「
此
の
山
伏
の
所
作
、

祭
文
と
い
ふ
を
聞
か
ば
、
神
道
か
と
思
へ
ば
仏
道
、
と
か
く
其
の
本

拠
さ
だ
か
な
ら
ず
…
…
さ
れ
さ
へ
あ
る
を
江
戸
祭
文
と
い
ふ
は
白
声

に
て
力
身
を
第
一
と
し
て
歌
浄
瑠
璃
の
せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
か
か

る
事
を
錫
杖
に
の
せ
る
は
さ
て
も
悲
し
し
、
勿
体
な
し
」
と
あ
る
の

は
興
味
深
い
。

　

延
宝
四
年
に
出
た
『
淋
敷
座
乃
慰
』
に
「
当
世
は
や
り
祭
文
」

「
吉
原
太
夫
祭
文
」「
野
郎
祭
文
」
の
三
篇
が
収
め
ら
れ
、
江
戸
中
期

に
入
る
と
、
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
を
は
じ
め
、
後
の
大
道
芸
の
語
り
物
、

西
鶴
や
近
松
門
左
衛
門
の
世
話
物
浄
瑠
璃
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
。
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『
色
竹
歌
祭
文
揃
』（
享
保
年
間
）
に
は
当
時
行
わ
れ
た
「
お
染
久

松
」「
八
百
屋
お
七
」「
お
夏
清
十
郎
」
等
々
二
十
三
篇
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。

　
『
嬉
遊
笑
覧
』
巻
六
の
上
「
音
曲
」
の
な
か
に
、
宝
永
五
年
版

「
伽
羅
女
」
に
「
京
歌
祭
文
あ
り
其
の
図
一
人
三
絃
ひ
き
一
人
錫
杖

振
り
て
唄
ふ
さ
ま
を
か
き
た
り
。
世
の
風
説
は
や
り
ご
と
な
ど
を
唄

ふ
こ
と
と
見
え
云
々
」
と
あ
る
。

　

ま
た
『
攝
陽
奇
観
』
二
十
九
に
、
歌
祭
文
の
こ
と
と
し
て
「
生
玉

の
境
内
賑
は
し
か
り
し
頃
は
こ
こ
は
名
代
の
歌
祭
文
と
し
て
葭
簀
囲

ひ
の
う
ち
に
床
を
設
け
一
人
は
三
絃
を
鳴
ら
し
て
祭
文
を
語
る
中
に

も
名
人
と
聞
こ
え
し
は
…
…
」
と
あ
る
。

　

江
戸
祭
文
、
大
阪
祭
文
、
生
玉
祭
文
な
ど
盛
ん
で
あ
っ
た
頃
の
模

様
が
目
に
浮
か
ぶ
。
や
は
り
上
方
が
中
心
で
、
女
性
の
祭
文
語
り
も

あ
り
、
時
事
の
読
売
報
道
の
任
務
を
果
た
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

高
野
辰
之
著
『
改
訂
日
本
歌
謡
集
成
』
に
は
、
歌
祭
文
が
分
類
さ

れ
、
本
行
物
、
心
中
物
、
悲
心
中
物
、
巷
物
、
役
者
物
、
宗
教
物
と

し
て
お
り
全
体
把
握
の
上
で
参
考
に
な
る
。

　

本
行
物
の
歌
祭
文
は
「
五
輪
碎
五
体
図
祭
文
」「
懐
胎
十
月
胎
内

さ
が
し
」「
賽
の
河
原
祭
文
」
等
ま
じ
め
な
も
の
で
、
仏
教
色
が
濃

く
宗
教
的
で
あ
る
。

　

心
中
語
り
物
も
八
祭
文
（「
八
百
屋
お
七
」「
お
染
久
松
」「
お
さ

ん
茂
兵
衛
」「
小
三
金
五
郎
」「
お
初
徳
兵
衛
」「
お
千
代
半
兵
衛
」

「
お
夏
清
十
郎
」「
お
し
ゅ
ん
伝
兵
衛
」）
は
、
た
い
て
い
恋
に
溺
れ

た
二
人
が
心
中
す
る
と
か
、
哀
れ
な
最
期
を
遂
げ
る
と
い
う
語
り
で

あ
る
。

　

い
ず
れ
も
祭
文
の
は
じ
め
に
「
う
や
ま
っ
て
申
し
奉
る
ノ
ホ
ホ

ホ
」「
抑
は
ら
ひ
清
め
奉
る
」「
抑
勧
請
下
ろ
し
奉
る
」
な
ど
の
句
で

始
ま
り
、
末
尾
に
「
こ
の
身
は
息
災
延
命
諸
願
成
就
皆
令
満
足
敬
っ

て
白
す
」
な
ど
と
あ
る
。
中
間
に
名
前
を
あ
げ
る
妙
な
こ
と
だ
が
、

形
式
だ
け
は
祝
詞
や
説
教
表
白
の
形
を
踏
ん
で
お
り
、
か
す
か
に
祭

文
本
来
の
型
が
見
え
る
。

　
「
賽
の
河
原
祭
文
」
に
は
、
上　

祓
ひ　

引　

清
め
奉
る
ノ
ホ
ホ　

下
に
四
天
王
な
り　

ノ
ホ
ホ
（
ヨ
ホ
ホ
）
は
法
螺
貝
を
吹
い
た
音
を

表
記
し
た
も
の
で
、「
デ
ロ
レ
ン
祭
文
」
と
い
う
の
は
貝
で
三
味
線

（
口
三
味
線
）
の
デ
ン
デ
ン
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
。

三　

説
経
祭
文

　

い
う
ま
で
も
な
く
説
教
は
経
典
や
教
義
を
説
い
て
民
衆
を
教
化
す

る
の
が
目
的
で
、
は
じ
め
か
ら
話
芸
（
芸
能
）
と
し
て
発
生
し
た
の

で
は
な
い
。
だ
が
、
生
き
た
説
教
が
民
衆
の
な
か
に
く
い
こ
む
た
め
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娯
楽
的
な
芸
風
通
俗
説
教
が
中
世
末
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
隆
盛
し

た
の
が
説
経
節
で
あ
る
。

　

説
経
節
の
成
立
に
つ
い
て
『
芸
能
辞
典
』
郡
司
正
勝
著
に
よ
れ
ば
、

仏
教
の
説
経
か
ら
唱
道
師
が
専
門
化
さ
れ
、
声
明
か
ら
出
た
和
讃
や

講
式
な
ど
を
取
り
入
れ
、
平
曲
の
影
響
を
受
け
て
民
衆
芸
能
化
し
た

も
の
が
説
経
節
と
し
て
い
る
。

　

説
教
は
大
い
に
発
展
し
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
の
こ
ろ
に
あ
ら
わ

れ
た
天
台
宗
の
澄
憲
と
そ
の
子
聖
覚
は
後
世
へ
の
説
教
発
展
の
基
盤

を
つ
く
ら
れ
安
居
院
流
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

の
ち
の
浄
土
宗
や
真
宗
の
説
教
は
安
居
院
流
の
系
を
引
く
も
の
で
、

聖
覚
は
「
説
経
念
仏
義
の
祖
」「
説
法
義
の
祖
」
と
し
て
尊
敬
さ
れ
、

伝
承
は
秘
伝
、
口
伝
の
か
た
ち
で
師
資
相
承
さ
れ
た
。

　

説
経
の
型
に
つ
い
て
は
呼
ば
り
説
経
と
因
縁
譬
喩
説
経
が
あ
る
が
、

説
経
が
聴
き
手
に
気
に
い
ら
れ
よ
う
と
し
て
講
説
の
効
果
を
高
め
る

た
め
に
身
振
り
や
音
曲
的
な
要
素
を
加
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
然

で
、
自
ら
が
ま
ず
泣
い
て
見
せ
る
と
こ
ろ
な
ど
俳
優
の
技
、
芸
能
に

近
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

す
で
に
室
町
初
期
の
こ
ろ
に
節
付
説
教
（
布
教
）
か
ら
脱
化
し
た

も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
観
阿
弥
作
の
能
「
自
然
居
士
」

に
み
ら
れ
る
。

今
様
、
早
歌
、
小
歌
な
ど
の
詠
唱
を
混
ぜ
る
こ
と
は
謡
曲
や
浄
瑠
璃

に
も
う
け
つ
が
れ
、
祭
文
の
流
れ
を
く
む
浪
花
節
な
ど
と
お
な
じ
で

声
明
と
朗
詠
基
本
を
な
し
、
僧
侶
の
嗜
み
で
あ
る
か
ぎ
り
声
明
的
発

声
を
は
な
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
簓
や
鉦
や
鞨

鼓
を
伴
奏
と
し
て
門
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
が
門
説
経
と
よ
ば
れ
、

放
下
僧
の
コ
キ
リ
コ
踊
り
と
カ
ン
コ
踊
り
は
、
小
歌
、
早
歌
で
踊
っ

た
に
違
い
な
い
。

　

雲
居
寺
造
営
の
勧
進
札
を
売
る
た
め
一
七
日
説
法
を
す
る
。「
そ

の
う
ち
こ
の
自
然
居
士
と
申
す
説
経
者
は
、
い
で
聴
衆
の
眠
覚
せ
ん

と
高
座
の
上
に
て
一
さ
し
御
舞
有
し
こ
と
か
ら
と
」
烏
帽
子
を
か
む

り
簓
を
す
り
鞨
鼓
を
打
っ
て
舞
う
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
本
物
の
僧
で

は
な
く
、
僧
侶
の
説
教
師
を
ま
ね
て
説
経
を
業
と
す
る
も
の
が
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。
雲
居
寺
に
集
ま
っ
て
自
然
居
士
の
説
経
を
聞
く
人
々

は
、
功
徳
よ
り
芸
を
楽
し
む
た
め
に
勧
進
札
を
買
う
の
で
あ
る
。

　

説
経
師
の
芸
は
『
徒
然
草
』（
百
八
十
八
段
）「
あ
る
者
、
子
を
法

師
に
な
し
て
学
問
し
て
因
果
の
理
を
も
知
り
説
経
な
ど
し
て
、
世
を

わ
た
つ
き
と
も
せ
よ
…
…
。
法
師
の
無
下
に
能
な
き
は
檀
那
す
さ
ま

じ
く
お
も
ふ
べ
し
と
、
早
歌
と
い
ふ
こ
と
を
習
ひ
け
り
」
と
あ
る
。

　

多
数
の
演
目
の
な
か
で
「
苅
萱
」「
俊
徳
丸
」「
小
栗
判
官
」「
山

椒
大
夫
」「
梵
天
国
」
は
五
説
経
と
し
て
重
用
さ
れ
本
地
物
、
霊
験



─ 156 ─

譚
が
語
ら
れ
て
い
る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

祭
文
に
は
旅
を
生
活
の
手
段
と
す
る
も
の
が
多
く
、
主
と
し
て
寺

社
を
足
場
と
し
た
芸
能
の
旅
で
、
そ
の
点
信
仰
的
な
廻
国
遊
行
し
た

念
仏
聖
と
は
一
線
が
あ
る
が
心
身
の
浄
化
と
蘇
生
を
体
験
し
漂
泊
の

た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
そ
こ
か
ら
汲
み
上
げ
語
り
歩
い
た
布
教
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。　

そ
の
隆
盛
期
は
元
禄
ま
で
で
、
大
阪
の
義
太
夫
節
、
江
戸
の
河
東
節

等
の
浄
瑠
璃
に
圧
倒
さ
れ
衰
退
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
内
容
、
題
材

を
み
る
と
、
説
経
節
は
霊
地
、
霊
仏
を
こ
の
目
で
実
地
に
た
し
か
め
、

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
因
縁
話
や
霊
験
譚
を
熟
知
し
て
い
る
者
で
な
く
て

は
語
り
だ
せ
な
い
が
、
あ
く
ま
で
仏
徳
を
讃
え
、
そ
の
本
地
を
説
く

の
が
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
脚
色
の
範
囲
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
浄
瑠
璃
は
そ
れ
以
外
に
義
理
人
情
恋
愛
に
ま
つ
わ
る

世
話
物
が
あ
り
、
放
浪
芸
と
し
て
命
脈
を
保
っ
て
き
た
祭
文
を
う
ま

く
取
り
入
れ
た
近
松
門
左
衛
門
、
竹
本
義
太
夫
の
作
者
が
出
て
い
る
。

　

口
調
の
う
え
で
も
、
説
経
節
を
聞
く
人
は
哀
し
げ
な
曲
調
、
哀
愁

に
富
ん
だ
も
の
が
多
く
、「
い
た
わ
し
や
」
が
説
経
節
の
特
色
で
あ

る
の
に
対
し
浄
瑠
璃
は
そ
れ
以
外
に
華
麗
な
艶
声
が
あ
っ
た
。

　

説
経
祭
文
の
復
活
は
寛
政
の
頃
に
山
伏
祭
文
と
結
び
つ
い
て
再
興

し
た
一
派
、
薩
摩
派
―
若
松
派
で
寺
院
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
法
会

な
ど
に
賛
助
出
演
し
節
談
説
教
と
の
技
術
の
差
は
紙
一
重
で
あ
っ
た
。

四　

貝
祭
文
（
デ
ロ
レ
ン
祭
文
）

　

中
世
的
宗
教
芸
能
か
ら
民
間
芸
能
へ
と
転
化
し
た
歌
祭
文
も
京
、

大
坂
を
中
心
に
盛
行
し
た
が
、
浄
瑠
璃
の
目
覚
ま
し
い
流
行
に
押
さ

れ
江
戸
後
期
に
入
る
頃
都
会
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

祭
文
は
い
つ
も
教
化
の
立
場
を
持
っ
て
い
た
が
芸
能
化
し
す
ぎ
て

教
化
（
唱
道
）
と
し
て
の
祭
文
と
芸
能
と
し
て
の
祭
文
（
歌
祭
文
）

と
が
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
た
が
、
宗
教
、
生
活
、
娯
楽
を
一
体
と

し
て
い
た
の
で
極
め
て
自
然
な
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。

　

貝
祭
文
は
一
名
「
金
杖
祭
文
」
と
よ
ば
れ
、
修
験
者
の
錫
杖
と
金

杖
と
は
違
っ
た
環
の
な
い
金
杖
で
あ
る
。

　

本
来
の
錫
杖
は
、
僧
が
山
野
に
修
行
の
際
あ
ら
か
じ
め
そ
の
音
に

よ
っ
て
毒
虫
や
害
獣
を
去
ら
し
め
、
乞
食
遊
行
の
際
そ
の
音
に
よ
っ

て
施
主
に
施
し
の
用
意
を
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
も
の
で
、
比
丘
十
八

物
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
短
い
手
錫
杖
と
な
り
、
経
文

や
祭
文
を
読
誦
す
る
と
き
の
用
具
と
な
り
、
や
が
て
無
環
妙
音
の
金

杖
と
な
っ
て
貝
祭
文
や
江
州
音
頭
の
打
楽
器
に
変
化
し
た
。

　

貝
祭
文
は
「
声
調
べ
」「
マ
ク
ラ
外
題
（
表
題
）
付
け
」「
本
題
」

の
順
で
語
り
、
後
半
部
に
「
キ
リ
」
と
し
て
愁
嘆
場
「
タ
タ
キ
込
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み
」
が
入
る
。
法
螺
貝
を
口
に
当
て
、
一
の
貝
（
胴
声
）
二
の
貝

（
中
甲
・
荘
重
）
三
の
貝
（
甲
・
高
揚
）
の
順
で
、
デ
ロ
レ
ン
デ
ロ

レ
ン
と
唱
え
な
が
ら
錫
杖
を
七
五
三
に
振
り
分
け
、
咽
を
と
と
の
え
、

声
の
色
は
力
身
を
第
一
と
し
た
白
声
で
あ
る
。（
山
形
祭
文
は
悪
魔

払
い
）

　

江
戸
市
中
に
興
っ
た
説
経
祭
文
は
幕
末
よ
り
近
代
に
か
け
て
江
戸

周
辺
農
村
部
に
絶
大
な
支
持
者
を
え
て
流
行
し
た
。
そ
の
た
め
貝
祭

文
は
押
さ
れ
武
州
の
岡
部
、
上
州
の
小
島
等
に
本
拠
地
を
お
い
た
が

や
が
て
奥
羽
地
方
に
中
心
を
移
し
た
。

　
『
嬉
遊
笑
覧
』（
文
政
十
三
年
刊
）
が
書
か
れ
た
当
時
は
「
上
州
祭

文
」
と
呼
ば
れ
、
ま
た
、『
同
書
』「
或
聞
付
録
」
に
は
「
…
…
今
江

戸
に
も
山
伏
や
よ
な
者
来
た
り
て
語
る
歌
祭
文
は
上
州
祭
文
と
呼
ぶ
。

皆
上
州
よ
り
き
た
る
故
あ
り
」
と
あ
り
、『
同
書
』
巻
六
上
に
仙
台

の
奥
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
「
…
…
奥
よ
り
南
部
に
は
祭

文
多
く
か
た
る
と
…
…
」
と
あ
る
。

　

関
東
か
ら
東
北
へ
入
っ
た
「
貝
祭
文
」
は
北
陸
か
ら
関
西
、
中
国

地
方
、
四
国
、
九
州
へ
流
布
し
、「
貝
祭
文
」
が
土
地
の
芸
能
と
し

て
根
付
い
た
の
は
盆
踊
り
の
音
頭
と
結
び
つ
い
た
関
西
地
区
で
あ
る
。

滋
賀
、
京
都
、
三
重
、
兵
庫
の
北
部
な
ど
は
も
と
も
と
祭
文
（
上
方

の
歌
祭
文
の
系
統
）
を
踊
り
口
説
き
と
し
た
祭
文
音
頭
が
ひ
ろ
く
行

わ
れ
て
い
た
が
、
な
か
で
も
近
江
湖
東
で
貝
祭
文
を
取
り
入
れ
て
生

ま
れ
た
の
が
八
日
市
祭
文
音
頭
で
の
ち
の
江
州
音
頭
で
、
い
ま
で
は

ほ
と
ん
ど
江
州
音
頭
化
し
、
河
内
音
頭
も
そ
の
流
れ
に
あ
る
。

　

藤
原
勉
著
『
祭
文
・
浪
花
節
の
研
究
』（
昭
和
十
四
年
）
に
よ
れ

ば
、
当
時
山
形
に
は
七
十
人
の
祭
文
語
り
が
い
た
が
、
現
在
で
は
数

名
で
、
高
齢
に
加
え
て
後
継
者
は
い
な
い
状
況
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

外
題
も
「
石
童
丸
」
や
「
山
椒
大
夫
」
な
ど
は
専
門
芸
人
に
ま
か
せ

て
お
り
、
東
北
地
方
を
巡
回
す
る
瞽
女
で
あ
っ
た
。

　

関
西
に
は
大
和
祭
文
、
河
内
祭
文
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
伊
賀
祭

文
は
上
州
小
島
（
本
庄
市
小
島
）
の
大
往
院
宣
明
の
流
れ
で
山
崎
東

雲
齋
が
伊
賀
に
伝
え
た
と
あ
り
、
最
後
の
伝
承
者
山
崎
明
春
が
昭
和

三
十
六
年
他
界
す
る
と
惜
し
く
も
消
滅
し
た
。

　

鳥
取
県
日
野
町
菊
川
派
の
祭
文
も
元
祖
は
上
州
小
島
の
大
往
院
宜

明
の
流
れ
で
あ
る
と
い
い
、
江
州
八
日
市
祭
文
の
伝
承
者
萬
宝
院
櫻

川
雛
山
も
武
州
岡
部
町
で
上
州
小
島
に
隣
接
し
、
江
州
八
日
市
に
訪

れ
た
の
は
文
政
十
二
年
で
あ
っ
た
。

　

郡
上
八
幡
市
の
「
郡
上
踊
り
」
に
祭
文
節
（
ヤ
ッ
チ
ク
・
松
坂
）

が
残
っ
て
お
り
、
佐
渡
の
「
相
川
音
頭
」
や
栃
木
栗
山
村
の
松
阪
、

越
後
瞽
女
歌
の
松
坂
祭
文
、
会
津
松
坂
祭
文
、
江
州
信
楽
の
「
松

坂
」「
ヤ
ッ
チ
ク
レ
」
は
貝
祭
文
の
範
疇
に
あ
る
が
、
祭
文
松
坂
は
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祝
い
用
や
盆
踊
り
口
説
と
な
っ
て
民
謡
と
し
て
う
た
い
継
が
れ
て
い

る
。
語
り
芸
と
し
て
の
貝
祭
文
は
新
興
の
浪
花
節
（
浪
曲
）
の
な
か

に
発
展
的
吸
収
解
消
さ
れ
て
い
っ
た
が
江
州
祭
文
が
「
型
に
入
っ
て

型
に
で
る
」
と
い
う
伝
承
を
屋
内
で
語
る
座
敷
音
頭
と
し
て
守
っ
て

い
る
。

お
わ
り
に

　

祭
文
の
発
展
は
寺
院
の
法
席
で
行
わ
れ
る
節
談
説
教
の
発
展
と
た

が
い
に
刺
激
し
あ
っ
て
明
治
に
入
っ
て
き
て
お
り
両
者
の
研
究
は
常

に
並
行
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

現
代
の
仏
教
界
で
行
わ
れ
て
い
る
法
話
か
ら
昔
の
説
教
を
連
想
で

き
な
い
が
、
か
つ
て
祭
文
者
た
ち
は
貧
し
さ
に
耐
え
て
人
生
の
苦
海

に
沈
む
人
々
を
救
お
う
と
全
身
を
震
わ
せ
語
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

祭
文
は
節
や
こ
と
ば
の
伝
達
だ
け
で
は
弱
く
、
信
仰
を
背
景
に
し

た
慈
悲
の
こ
も
っ
た
清
ら
か
な
荘
厳
な
音
声
で
聴
き
手
の
耳
に
し
っ

か
り
と
つ
い
て
離
れ
ぬ
音
声
が
必
要
で
あ
る
。
近
代
は
節
談
を
嫌
い
、

そ
の
存
在
を
無
視
し
、
学
問
の
研
究
対
象
に
す
る
こ
と
が
な
く
、
長

い
歴
史
の
中
で
の
庶
民
か
ら
渇
仰
さ
れ
た
が
、
そ
の
厳
し
い
生
活
実

態
は
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
く
消
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

能
、
狂
言
、
歌
舞
伎
の
ご
と
く
日
本
文
化
史
、
日
本
演
劇
史
の
表

通
り
を
歩
く
こ
と
も
な
く
、
ま
た
文
献
や
歴
史
書
に
歴
然
た
る
足
跡

を
残
す
こ
と
も
な
く
芸
能
布
教
史
の
盲
点
に
潜
在
し
て
今
日
に
及
ん

で
い
る
。
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頭
と
伊
勢
音
頭
」（
京
都
宮
田
開
栄
堂　

昭
和
十
年
）
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⑭
林
喜
代
弘
著
「
浪
花
節
以
前
」（
芸
双
書
七　

う
な
る
）
白
水
社

刊
⑮
安
斉
竹
夫
編
「
浪
曲
事
典
」

⑯
竹
本
浩
三
著
「
遙
か
な
り
円
辰
―
漫
才
の
源
流
を
も
と
め
て
」

「
上
方
芸
能
」
昭
和
五
十
八
年
七
月
、
六
十
一
年
二
月

⑰
「
千
日
前
総
ま
く
り
」
朝
日
新
聞
明
治
三
四
年
七
月
中
旬
以
降
連

載
探
訪
記

⑱
「
滋
賀
県
神
崎
郡
誌
」
下
巻
六

⑲
「
八
日
市
市
史
の
研
究
」「
滋
賀
県
百
科
事
典
」

⑳
藤
原
勉
著
「
山
伏
の
伝
承
文
芸
」
弘
文
堂
刊
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堀
井
慶
雅
上
人　

そ
の
思
想
と
行
動

西　

城　

宗　

隆

　

堀
井
慶
雅
上
人
（
以
下
尊
称
を
略
す
）
は
、『
法
要
集
』（
昭
和
一

四
年
版
）
の
編
纂
に
主
査
と
し
て
従
事
し
、『
法
式
教
案
』
を
は
じ

め
『
声
明
並
特
殊
法
要
集
』
と
『
礼
讃
声
明
音
譜
』
な
ど
を
刊
行
し

た
。
ま
た
、「
近
代
法
式
の
始
祖
」
と
称
さ
れ
て
い
る
千
葉
満
定
よ

り
縁
山
声
明
を
継
承
し
、「
縁
山
声
明
の
大
家
」
で
あ
る
津
田
徳
翁

な
ど
の
多
く
の
声
明
家
を
育
成
し
た
。
そ
し
て
、
千
葉
満
定
―
堀
井

慶
雅
―
津
田
徳
翁
と
い
う
縁
山
声
明
の
系
譜
に
連
な
り
、「
縁
山
声

明
の
父
」
と
称
さ
れ
て
い
る
法
式
の
大
家
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

『
浄
土
宗
大
辞
典
』
と
『
浄
土
宗
人
名
辞
典
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
こ
で
は
千
葉
満
定
の
門
弟
で
あ
る
堀
井
慶
雅
の
業
績
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
著
述
な
ど
に
お
け
る
問
題
点
を
提
議
す
る①

。

一
、
第
一
期
　
修
学
期
（
誕
生
～
深
広
寺
入
寺
修
行
期
）

　

堀
井
慶
雅
の
経
歴
は
、
住
職
を
し
た
東
京
教
区
城
西
組
深
広
寺
が

戦
災
な
ど
に
よ
っ
て
経
歴
な
ど
も
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。
現
住
職
堀

井
清
美
師
に
「
除
籍
謄
本
」
を
依
頼
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明

治
一
八
年
三
月
一
二
日
に
富
山
県
射い

水ず
み

郡
安や
す

吉よ
し

村
（
現
射
水
市
）
の

大
井
清
左
ヱ
門
・
い
と
の
三
男
と
し
て
出
生
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

『
昭
和
前
期
音
楽
総
鑑
』
中
巻
に
は
富
山
県
射
水
郡
二
口
村
字
安
吉

に
於
い
て
大
井
清
左
衛
門
氏
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
と
あ
る
。
こ

の
『
昭
和
前
期
音
楽
総
鑑
』（
以
下
『
音
楽
総
鑑
』
と
略
称
す
る
）

は
、
昭
和
二
年
一
一
月
に
刊
行
し
、
当
時
活
躍
し
つ
つ
あ
る
音
楽
家

（
千
六
百
名
程
）
の
略
伝
と
活
躍
状
況
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
生
前
に
慶
雅
の
経
歴
な
ど
を
活
字
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
第

一
次
資
料
的
な
も
の
と
い
え
る②

。

　

寺
伝
に
よ
れ
ば
、
九
歳
の
頃
に
深
広
寺
に
入
っ
た
と
さ
れ
、
そ
れ

以
降
の
経
歴
が
不
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
音
楽
総
鑑
』
に
は
小

学
校
卒
業
後
に
上
京
し
て
、
芝
中
学
の
前
身
で
あ
る
教
校
に
入
り
、
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更
に
大
正
大
学
の
前
身
で
あ
る
高
等
学
院
に
入
学
し
た
が
、
修
学
半

ば
に
し
て
心
臓
病
に
お
か
さ
れ
て
中
退
し
、
後
に
し
ば
ら
く
宗
務
局

に
勤
務
し
た
と
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
伝
宗
伝
戒
道
場
な
ど
の
経

歴
は
不
明
で
あ
る③

。

二
、
第
二
期
　
法
式
声
明
研
鑽
期	

	
	

（
千
葉
満
定
門
下
生
　
明
治
四
〇
年
～
大
正
九
年
）

　
『
音
楽
総
鑑
』
に
は
、
明
治
四
一
年
頃
に
千
葉
満
定
が
声
明
の
研

究
を
始
め
る
と
共
に
、
慶
雅
も
早
く
よ
り
興
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
、

満
定
に
教
え
を
乞
う
た
と
あ
る
。
ま
た
、
中
野
隆
元
は
満
定
よ
り
明

治
四
○
年
か
ら
三
ヵ
年
に
渉
っ
て
声
明
道
を
受
け
た
と
い
い
、
七
百

年
遠
忌
が
法
式
声
明
の
全
盛
時
代
を
示
し
た
と
述
懐
し
て
い
る④

。　

そ
の
当
時
は
『
浄
土
宗
法
要
並
声
明
』（
明
治
四
三
年
版
）
の
よ
う

な
墨
譜
の
み
で
、
朱
を
入
れ
る
こ
と
が
初
学
者
に
と
っ
て
苦
慮
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
経
験
が
後
に
、『
声
明
並
特
殊
法
要
集
』

を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

慶
雅
は
同
四
二
年
一
一
月
に
、
深
広
寺
掘
井
貞
雅
の
養
子
と
な
っ

た
。
そ
し
て
、
同
四
四
年
四
月
九
日
、
増
上
寺
の
七
百
年
御
忌
会
の

日
中
法
要
で
は
、
伽
陀
「
我
此
道
場
」
の
句
頭
を
し
て
い
る
。
ま
た

一
二
日
の
初
夜
法
要
で
は
維
那
を
勤
め
て
い
る⑤

。
二
十
代
後
半
に
し

て
、
維
那
の
大
任
を
任
せ
ら
れ
る
こ
と
は
声
明
に
秀
で
て
い
た
こ
と

が
理
解
で
き
る
。
同
年
五
月
七
日
に
は
師
匠
の
貞
雅
が
遷
化
し
、
同

月
二
三
日
に
広
深
寺
の
住
職
と
な
っ
た⑥

。
そ
し
て
、
一
二
月
に
は
島

田
そ
の
い
と
結
婚
を
し
た
。

　

大
正
二
年
三
月
、
法
式
研
究
会
春
季
大
会
が
増
上
寺
で
開
催
さ
れ
、

「
広
布
薩
」
を
厳
修
し
、
式
衆
と
し
て
出
仕
し
た⑦

。　

こ
の
間
の
詳
細

は
不
明
で
あ
る
が
、
城
西
雅
楽
会
で
篳
篥
を
学
ん
で
い
た
。『
音
楽

総
鑑
』
に
は
、「
雅
楽
を
故
東
儀
俊
雄
氏
に
師
事
し
て
奥
儀
を
究
め

て
い
る
」
と
あ
る
が
、『
礼
讃
声
明
音
譜
』
を
校
閲
し
た
東
儀
俊
龍

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
師
弟
関
係
の
縁
で
本
書
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

三
、
第
三
期
　『
礼
讃
声
明
音
譜
』『
法
要
集
』等
編
纂
期	

	

（
大
正
一
○
年
～
昭
和
二
○
年
）

　

大
正
一
三
年
は
開
宗
七
百
五
十
年
に
相
当
し
、
同
年
九
月
『
礼
讃

声
明
音
譜
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
同
一
二
年
二
月

に
満
定
・
慶
雅
・
八
百
谷
順
応
は
『
浄
土
宗
法
要
式　

洋
式
音
譜
』

を
刊
行
し
、
日
常
勤
行
式
の
香
偈
・
三
宝
礼
・
歎
仏
偈
・
三
尊
礼
・

三
唱
礼
な
ど
を
五
線
音
譜
化
し
た
。『
礼
讃
声
明
音
譜
』
は
満
定
・

慶
雅
・
津
田
徳
成
の
共
編
と
東
儀
俊
龍
校
閲
に
よ
っ
て
、
五
線
譜
化
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し
た
声
明
譜
を
刊
行
し
た
。『
音
楽
総
鑑
』
に
は
、
声
明
は
口
移
し

に
先
師
よ
り
教
え
ら
れ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
唱
え
て
い
る
の
で
十
人

十
色
で
何
等
の
統
一
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
西
洋
音
楽
式
に
音
譜
を

標
準
と
し
て
研
究
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
誰
で
も
修
得
で
き
て
、
且

つ
音
調
の
統
一
が
出
来
る
と
考
え
、
満
定
と
共
に
そ
の
声
明
の
理
論

を
科
学
的
に
研
究
し
て
、
五
線
音
譜
を
作
成
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、

同
一
二
年
一
月
二
六
日
号
の
『
浄
土
教
報
』
に
は
、「
如
何
に
宗
門

の
儀
式
を
改
善
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に

答
え
て
い
る
。
礼
讃
な
ど
は
和
洋
楽
器
を
応
用
し
て
民
衆
一
般
に
普

及
し
た
い
。
ま
た
礼
讃
・
阿
弥
陀
懺
法
・
引
声
阿
弥
陀
経
な
ど
は
皆

和
洋
楽
器
で
演
奏
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

満
定
そ
の
他
二
三
の
賛
同
を
得
て
、
こ
れ
ら
諸
経
に
和
洋
両
音
譜
を

附
け
る
こ
と
に
没
頭
し
て
い
る
と
答
え
て
い
る⑧

。
声
明
を
普
及
す
る

た
め
に
、
音
譜
が
読
め
な
く
て
も
、
音
の
高
低
と
長
さ
が
視
覚
的
に

捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
提
案
し
た
の
は
慶
雅
の
功
績
と
い
え

る
。
本
書
は
浄
土
宗
か
ら
認
定
さ
れ
て
、『
法
要
集
』（
大
正
一
三
年

版
）
の
音
声
を
法
式
制
定
委
員
会
が
協
定
し
た
も
の
を
統
一
す
る
た

め
に
五
線
譜
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
声
明
の
重
要
な
博
士

の
部
分
は
全
音
符
な
ど
に
し
て
、
口
伝
に
依
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。

東
京
音
楽
学
校
・
邦
楽
調
査
掛
は
、
明
治
四
○
年
よ
り
伝
統
音
楽

（
邦
楽
・
雅
楽
）
の
五
線
譜
化
事
業
を
取
り
組
み
、
邦
楽
の
調
査
と

保
存
を
図
る
た
め
に
、
五
線
譜
記
譜
と
録
音
を
行
っ
て
い
た
。
大
正

五
年
、
雅
楽
の
五
線
譜
を
採
譜
し
た
人
の
中
に
は
本
書
を
校
閲
し
た

東
儀
俊
龍
が
い
た⑨

。
こ
の
当
時
、
邦
楽
の
五
線
譜
記
譜
が
行
な
わ
れ

て
い
た
が
、
邦
楽
調
査
掛
に
よ
る
声
明
の
調
査
・
採
譜
は
天
台
声
明

の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
浄
土
宗
と
し
て
独
自
に
五

線
譜
記
譜
を
行
っ
た
こ
と
は
浄
土
宗
声
明
史
に
お
い
て
画
期
的
な
こ

と
で
あ
る
。

四
、
堀
井
慶
雅
の
業
績

　

慶
雅
の
業
績
は
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
『
法
要
集
』

の
主
査
と
し
て
編
纂
に
従
事
し
て
、「
浄
土
宗
の
法
式
の
総
合
的
統

一
」
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
に
は
『
法
要
集
』
に
基
づ
い
た
威

儀
作
法
な
ど
を
『
法
式
教
案
』
と
し
て
著
し
て
、
法
式
の
普
及
に
あ

た
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
に
は
五
重
相
伝
の
教
則
本
を
刊
行
し
て
、

五
重
相
伝
の
普
及
を
図
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
四
つ
に
は
『
声
明
並
特

殊
法
要
集
』
を
刊
行
し
、
縁
山
声
明
の
五
線
音
譜
化
と
「
天
台
声
明

譜
」
か
ら
「
縁
山
声
明
譜
」
に
改
め
た
こ
と
と
、
そ
の
声
明
の
音
源

化
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
五
つ
に
は
声
明
を
正
し
く
継
承
伝
承
し
て

声
明
家
を
育
成
し
た
こ
と
で
あ
り
、
声
明
学
と
し
て
研
究
し
、
声
明
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道
と
し
て
修
行
者
の
範
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。

Ⅰ　
『
法
式
教
案
』

　

昭
和
一
三
年
九
月
に
刊
行
し
た
『
法
式
教
案
』
は
、
法
式
協
会
の

協
定
し
た
内
容
を
、
千
葉
満
定
の
『
浄
土
宗
法
式
精
要
』（
大
正
一

一
年
）
に
基
づ
い
て
、
講
義
の
と
き
の
種
本
を
謄
写
印
刷
し
た
も
の

で
あ
る⑩

。『
法
要
集
』
に
順
じ
て
、
音
声
部
・
威
儀
部
・
犍
稚
部
・

式
法
部
を
記
し
て
い
る
が
、
慶
雅
の
独
自
の
著
述
と
い
う
べ
き
も
の

は
、
式
法
部
の
後
半
に
あ
る
「
法
要
の
意
義
」
以
下
の
法
要
の
組

織
・
種
別
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
法
式
関
係
の
本
は
威
儀
作
法

が
主
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
引
導
回
向
の
法
要
の
項
で

は
、
葬
儀
に
お
け
る
式
次
第
の
意
味
を
簡
明
に
説
い
て
い
る
。
仏
の

加
被
護
念
を
受
け
て
、
仏
に
代
わ
っ
て
極
楽
に
引
導
す
る
も
の
で
あ

り
、
釈
尊
の
護
念
加
被
を
乞
う
と
共
に
弥
陀
の
来
迎
を
願
っ
て
引
導

す
る
べ
き
で
あ
り
、
仏
の
甘
露
法
味
を
先
亡
の
霊
に
回
向
し
て
極
楽

に
往
生
せ
ん
こ
と
を
願
う
も
の
な
り
と
説
い
て
い
る
。
即
ち
、
僧
侶

自
身
が
厳
修
す
る
法
要
の
目
的
と
そ
の
偈
文
と
作
法
な
ど
の
意
義
を

周
知
す
べ
き
で
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
僧
侶
が
葬
儀

と
法
要
の
意
味
を
認
識
し
、
檀
信
徒
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
責

任
が
あ
る
。
ま
た
、
七
九
条
の
項
目
で
は
、
右
衣
角
を
左
肩
に
至
ら

し
む
と
あ
り
、
第
一
正
装
の
場
合
に
九
条
大
衣
と
し
て
被
着
す
る
の

で
、
協
会
と
し
て
九
条
仕
立
て
に
す
る
希
望
が
あ
る
な
ど
と
記
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
法
式
を
知
る
こ
と
と
、
現
代
に
も
通
じ

る
こ
と
が
多
々
あ
り
、
重
要
な
テ
キ
ス
ト
と
い
え
る
。

Ⅱ　
『
五
重
の
勤
め
方
』

　
『
五
重
の
勤
め
方
』
か
ら
見
え
た
も
の
〔
懺
悔
会
と
還
相
回
向
偈

に
つ
い
て
〕

『
浄
土
宗
布
教
全
集
』
一
三
・
一
七
巻
に
あ
る
「
五
重
の
勤
め
方　

上
・
下
」
は
、
増
上
寺
で
厳
修
し
て
い
る
作
法
・
荘
厳
な
ど
を
基
に

し
て
、
法
式
分
を
時
系
列
順
に
述
べ
、
開
白
時
の
受
者
の
心
得
な
ど

を
具
体
的
に
説
示
し
た
教
則
本
で
あ
り
、
当
時
の
五
重
が
垣
間
見
る

こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
五
重
は
七
日
五
重
で
十
八
席
の
勧
誡
と
し
、

要
偈
道
場
の
厳
修
時
間
が
二
時
間
、
密
室
道
場
が
三
時
間
を
要
す
る

と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
罪
障
懺
悔
は
礼
拝
称
名
が
最
も
勝
れ
て
い

る
と
し
、「
懺
悔
会
」
を
説
示
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
浄

土
宗
布
教
全
集
』
一
五
巻
に
あ
る
千
葉
秀
胤
の
「
授
戒
の
勤
め
方
」

に
は
、
正
授
戒
の
前
日
に
懺
悔
会
を
勤
め
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
本
尊
前
で
広
懺
悔
の
訓
読
中
に
懺
悔
偈
と
氏
名
を
記
し
た
懺
悔
紙

を
焚
焼
す
る
作
法
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
当
時
の
五
重
の
と
き
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に
は
懺
悔
会
を
勤
め
て
い
な
か
っ
た
。
昭
和
五
十
年
代
に
な
っ
て
、

荘
厳
な
法
要
だ
と
い
う
理
由
か
ら
、
五
重
授
戒
の
そ
れ
ぞ
れ
に
懺
悔

会
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た⑪

。

　
『
法
要
集
』
の
密
室
道
場
の
流
通
分
で
は
、「
自
信
偈
」
を
唱
え
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
慶
雅
の
本
と
『
法
要
集
』（
大
正
一
三
年

版
・
昭
和
一
四
年
版
）
で
は
、
総
回
向
偈
と
還
相
回
向
偈
と
を
用
い

て
い
た
。
こ
の
偈
文
を
唱
え
る
こ
と
は
、
五
重
を
受
け
て
安
心
決
定

し
た
人
が
浄
土
に
往
生
し
た
後
、
速
や
か
に
還
来
穢
国
を
念
じ
る
こ

と
で
あ
る
。
現
行
の
『
法
要
集
』
に
な
る
ま
で
は
、
能
化
の
葬
儀
だ

け
で
な
く
、
密
室
道
場
の
受
者
に
対
し
て
も
還
相
回
向
偈
を
唱
え
て

い
た
。
総
回
向
偈
を
唱
え
て
往
生
を
願
い
、
還
相
回
向
偈
を
唱
え
て

還
相
を
念
じ
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
五
重
を

受
け
た
人
が
浄
土
に
往
生
し
て
菩
薩
行
を
修
し
て
仏
道
を
増
進
し
、

利
他
行
で
あ
る
遺
さ
れ
た
人
を
見
守
る
存
在
に
な
る
こ
と
を
願
う
こ

と
で
も
あ
る
。
ま
た
、
葬
儀
の
作
法
は
簡
略
な
五
重
で
あ
り
、
五
重

と
同
様
の
儀
礼
を
行
っ
て
仏
弟
子
・
念
仏
者
と
し
て
往
生
を
念
じ
る

式
で
あ
る
。
浄
土
宗
の
葬
儀
・
年
回
法
要
の
意
味
を
説
く
時
に
は
、

往
相
の
み
で
な
く
、
還
相
の
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

浄
土
宗
の
法
要
の
意
味
が
よ
り
理
解
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

Ⅲ　
『
声
明
並
特
殊
法
要
集
』

　

昭
和
一
六
年
一
○
月
、
増
上
寺
は
開
山
酉
誉
の
五
○
○
回
遠
忌
の

た
め
に
『
声
明
並
特
殊
法
要
集
』（
増
上
寺
遠
忌
局
）
を
刊
行
し
、

増
上
寺
法
式
威
儀
師
と
し
て
声
明
の
譜
を
分
解
説
示
し
て
初
学
伝
習

の
便
を
図
っ
た
。『
法
要
集
』（
明
治
四
三
年
版
）
は
四
智
讃
・
光
明

伽
陀
な
ど
の
一
部
声
明
の
み
を
分
解
説
示
し
た
が
、
本
書
は
奥
伝
と

称
さ
れ
て
い
る
始
段
唄
・
梵
音
・
錫
杖
は
じ
め
、
す
べ
て
の
譜
面
に

五
音
・「
押
し
」「
当
り
」
な
ど
の
博
士
（
音
調
）
を
明
記
し
た
。
こ

の
教
本
の
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
天
台
声
明
譜
」
か
ら

「
縁
山
声
明
譜
」
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
現
行
の
声
明
譜
（『
御
忌
法

要
集
』）
も
こ
れ
に
依
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
掲
載
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
「
五
念
門
」、「
三
尊
礼
附
楽
（
笙
篳
篥
龍
笛
譜
）」、「
頓
写

如
法
経
法
要
」
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
催
馬
楽
の
「
十
方
」
と
詠
歌
も

声
明
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
引
阿
弥
陀
経
」
は
、
満

定
の
唱
法
と
同
じ
で
あ
る
が
、
博
士
を
変
え
て
い
る
。
千
葉
本
の
博

士
と
異
な
っ
た
理
由
は
、
音
高
と
同
じ
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
音
が

高
く
な
れ
ば
高
く
な
る
よ
う
な
目
安
博
士
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
し
、
現
行
の
『
御
忌
法
要
集
』
は
千
葉
本
に
よ
っ
て
い
る
。
吉
水

大
信
は
青
年
法
式
学
会
の
『
引
声
阿
弥
陀
経
』
で
慶
雅
の
博
士
を
一

部
用
い
て
い
る
。
ま
た
増
上
寺
式
師
会
設
立
四
十
周
年
記
念
の
『
引
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声
阿
弥
陀
経　

全
』（
平
成
二
○
年
刊
）
は
、
山
本
康
彦
に
よ
っ
て

堀
井
本
の
博
士
に
復
し
た
も
の
と
い
え
る
。
慶
雅
は
千
葉
本
に
依
ら

ず
、
声
明
と
同
様
に
視
覚
的
に
わ
か
り
や
す
い
博
士
に
改
め
て
誰
で

も
唱
え
や
す
い
よ
う
に
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
博
士
の
改
訂
は
『
法

要
集
』
の
編
纂
目
的
で
あ
る
、「
誰
で
も
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
」

と
い
う
こ
と
と
同
様
で
あ
り
、
慶
雅
の
根
本
的
思
想
と
い
え
る⑫

。　

Ⅳ　

Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
の
放
送
と
録
音

　

昭
和
二
年
七
月
一
七
日
、
東
京
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
で
ラ
ジ
オ
放
送
が
行
わ

れ
、
八
百
谷
順
応
が
「
仏
教
声
楽
の
一
斑
に
つ
い
て
」
講
演
し
、

「
始
段
唄
」
と
「
四
智
讃
」
を
千
葉
満
定
、
津
田
徳
成
、
堀
井
慶
雅

が
唱
え
、「
三
尊
礼
」
は
八
百
谷
順
応
主
催
の
仏
教
文
化
伝
道
協
会

女
子
部
員
の
合
唱
で
、
城
西
雅
楽
会
員
の
雅
楽
に
よ
る
伴
奏
を
し
た
。

女
性
が
唱
え
て
三
管
で
付
物
を
し
た
こ
と
は
画
期
的
な
こ
と
と
思
わ

れ
る⑬

。
こ
れ
は
慶
雅
が
礼
讃
と
和
洋
楽
器
に
よ
っ
て
演
奏
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
仏
教
音
楽
の
普
及
を
願
っ
た
一
環
の
行
動
で
あ
る
。
さ

ら
に
昭
和
一
七
年
二
月
に
声
明
な
ど
を
録
音
し
、
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド

『
浄
土
宗
声
明
音
譜
』
を
発
行
し
た
。
戦
時
下
の
危
機
管
理
の
中
で

声
明
が
廃
絶
し
な
い
よ
う
に
願
っ
た
行
動
で
あ
る⑭

。

ま
と
め

　

慶
雅
は
明
治
仏
教
の
近
代
化
と
布
教
法
が
革
新
さ
れ
て
い
る
中
で

教
育
を
受
け
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
近
代
的
な
思
想
の
影
響
に
よ

っ
て
、
法
要
儀
式
は
改
善
す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
声

明
学
を
提
唱
し
て
新
な
展
開
を
し
た
。
旧
来
の
伝
統
的
な
口
頭
継
承

か
ら
視
聴
覚
的
な
五
線
音
譜
に
よ
る
継
承
へ
と
改
め
た
の
は
、
満
定

の
名
の
下
に
あ
る
も
の
の
実
質
的
な
企
画
編
纂
者
で
あ
っ
た
。
こ
の

五
線
譜
に
よ
っ
て
声
明
の
普
及
を
試
み
、
縁
山
声
明
の
後
継
者
を
育

成
し
た
。
後
に
は
詳
細
な
声
明
譜
を
作
成
し
て
声
明
道
を
修
す
べ
き

と
し
た⑮

。
慶
雅
は
声
明
を
伝
承
す
る
と
同
時
に
雅
楽
洋
楽
の
音
譜
を

応
用
し
て
、
仏
教
音
楽
の
普
及
に
寄
与
し
た
と
い
え
る
。
殊
に
、
縁

山
声
明
の
継
承
と
伝
承
の
業
績
に
よ
っ
て
「
縁
山
声
明
の
父
」
と
称

す
る
に
値
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
〇
年
七
月
二
四
日
六
二
歳

で
、
疎
開
先
の
千
葉
県
浦
安
大
蓮
寺
で
遷
化
し
た⑯

。

註
①　
「
千
葉
満
定
上
人
の
思
想
と
行
動
」『
仏
教
論
叢
』
第
五
十
三
号

（
平
成
二
一
年
）。

②　

声
明
家
と
し
て
は
、
千
葉
満
定
・
多
紀
道
忍
・
小
野
塚
与
澄
が
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掲
載
さ
れ
て
い
る
。
二
○
○
八
年
四
月
、
ま
ゆ
に
書
房
よ
り
復

刊
し
た
。

③　

知
恩
院
と
増
上
寺
に
問
い
合
わ
せ
を
し
て
、
加
行
名
簿
を
調
査

し
て
い
た
だ
い
た
が
、
不
明
で
あ
っ
た
。
増
上
寺
で
は
璽
書
も

受
け
て
い
な
い
よ
う
で
、
知
増
以
外
の
檀
林
で
伝
宗
伝
戒
と
同

時
に
璽
書
も
同
時
に
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。

④　
『
浄
土
宗
法
要
儀
式
大
観
』
一
・
一
四
。

⑤　
『
大
本
山
増
上
寺
史
』
本
文
編
、
五
五
一
、
五
五
三
。

⑥　
『
浄
土
教
報
』
九
五
八
号

⑦　
『
浄
土
教
報
』
一
○
五
四
号
。

⑧　

法
式
儀
式
を
布
教
化
す
る
に
は
一
般
的
音
楽
を
用
い
て
僧
俗
共

に
さ
れ
る
様
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
先
ず
古
き
も
の

を
新
し
く
応
用
し
て
普
及
を
計
り
、
そ
の
上
に
雅
楽
洋
楽
の
音

譜
を
応
用
し
て
種
々
な
詩
歌
を
配
せ
ば
、
漸
次
仏
教
的
音
楽
が

普
及
さ
れ
て
儀
式
の
現
代
的
に
改
善
さ
れ
う
る
と
述
べ
て
い
る
。

『
浄
土
教
報
』
一
五
三
一
号
。

⑨　

調
査
嘱
託
（
講
師
）
と
し
て
大
正
五
～
一
五
年
ま
で
勤
め
た
。

こ
の
ほ
か
に
多
久
寅
、
多
忠
基
が
い
た
。『
東
京
藝
術
大
学
百

年
史
』
東
京
音
楽
学
校
篇
、
第
二
巻
・
七
四
八
、
平
成
一
五
年

三
月
、
音
楽
之
友
社
。

⑩　

緒
言
に
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
緒
言
が
な
い
も
の

と
が
あ
る
。
浄
土
宗
東
部
法
式
教
師
会
は
こ
の
緒
言
の
あ
る
ほ

う
を
平
成
二
二
年
五
月
に
復
刊
し
た
。

⑪　

浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
国
内
開
教
研
究
班
は
、
平
成
一
八
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
っ
た
。「
五
重
相
伝
会
で
一
番
良
か
っ
た
と

こ
ろ
は
な
ん
で
す
か
」
と
い
う
回
答
を
見
る
と
、
主
催
者
側
に

と
っ
て
は
懺
悔
会
に
対
す
る
思
い
い
れ
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
受

者
に
と
っ
て
は
懺
悔
会
よ
り
も
勧
誡
の
ほ
う
が
良
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
（『
仏
教
論
叢
』
五
四
号
、
一
○
一
）。

⑫　

板
倉
貫
瑞
『
蓮
門
小
子
の
枝
折
』
の
「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
に

は
、「
審
議
委
員
会
に
お
け
る
審
議
の
内
容
に
就
い
て
い
え
ば
、

総
べ
て
全
国
の
全
僧
侶
が
、
実
践
す
る
こ
と
の
出
来
得
る
と
い

う
一
本
の
柱
に
副
う
こ
と
」
と
あ
る
（
昭
和
四
六
年
四
月
）。

⑬　

東
京
朝
日
新
聞
の
ラ
ジ
オ
版
。
同
五
年
に
は
増
上
寺
が
日
常
勤

行
式
の
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
を
出
し
て
い
る
。
道
重
信
教
台
下
を
導

師
と
し
て
、
維
那
津
田
徳
成
、
水
谷
宣
隆
、
堀
井
慶
雅
ら
が
録

音
し
て
い
て
い
る
。

⑭　

昭
和
四
○
年
一
二
月
に
、
東
京
法
式
会
は
『
浄
土
宗
声
明
音

譜
』
を
発
行
し
た
。
前
田
成
孝
は
、
大
戦
に
突
入
し
て
物
資
不
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足
を
思
わ
せ
、
時
期
を
失
う
を
恐
れ
て
縁
山
流
声
明
を
主
と
す

る
浄
土
宗
法
式
音
声
の
録
音
を
行
っ
た
が
、
戦
災
の
た
め
消
失

ま
た
は
音
盤
の
品
質
不
良
の
た
め
に
、
音
盤
の
再
生
と
脱
漏
分

の
声
明
を
新
た
に
加
え
た
と
述
べ
て
い
る
。「
浄
土
宗
法
式　

縁
山
声
明
集
録
音
の
発
行
に
つ
い
て
」。

⑮　

声
明
道
は
、
声
明
を
学
び
・
身
に
付
け
・
習
熟
し
・
研
鑽
を
積

み
・
芸
を
極
め
・
後
継
者
に
伝
承
す
る
な
ど
の
一
連
の
行
動
で

あ
る
。
西
平
直
『
世
阿
弥
の
稽
古
哲
学
』
二
三
七
、（
東
京
大

学
出
版
会
、
二
○
○
九
年
一
一
月
）。

⑯　

大
正
大
学
で
は
法
式
の
講
師
と
し
て
教
鞭
を
と
り
、
増
上
寺
内

に
あ
る
普
通
講
習
所
の
法
式
講
師
を
も
兼
ね
、
ま
た
増
上
寺
の

法
式
威
儀
師
と
し
て
活
躍
し
た
。
増
上
寺
は
永
年
の
功
績
に
よ

り
院
家
に
列
し
た
。
明
浄
心
院
真
蓮
社
称
誉
貞
阿
法
観
慶
雅
大

和
尚
と
号
し
た
。
平
成
七
年
増
上
寺
で
、
江
口
定
信
は
五
十
回

忌
を
発
願
し
、
弟
子
津
田
徳
翁
が
導
師
と
し
て
勤
め
た
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

堀
井
慶
雅
、
声
明
、
法
式
教
案
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は
じ
め
に

　

阿
弥
陀
佛
の
「
本
願
」
は
浄
土
宗
学
に
お
け
る
基
本
的
な
用
語
で

あ
る
が
故
に
、
つ
い
曖
昧
な
ま
ま
理
解
し
た
つ
も
り
に
な
り
が
ち
で

あ
る
。
だ
が
法
然
遺
文
を
見
返
す
な
ら
ば
、
実
は
「
本
願
」
と
い
う

一
言
に
様
々
な
意
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
今
回
改
め
て
、

法
然
の
念
佛
思
想
に
お
け
る
「
本
願
」
の
意
義
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
整

理
し
た
い
。

①
発
願
に
関
す
る
意
義

　
　

―�

平
等
の
慈
悲
に
基
づ
く
、
四
十
八
願
と　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

第
十
八
・
念
佛
往
生
の
願
の
位
置
付
け
―

　
『
選
択
集
』
第
三
章
の
私
釈
で
は
、
ま
ず
「
一
切
ノ

諸
佛
各
有
リ

二

總
別
二
種
ノ

之
願1
一
」
と
言
う
。
総
願
と
は
四
弘
誓
願
、
さ
ら
に
突

き
詰
め
る
な
ら
ば
、
上
求
菩
提
・
下
化
衆
生
と
な
る
が
、
法
然
は
和

語
の
「
三
部
経
釈
」
に
お
い
て
「
し
か
れ
は
た
ゝ
本
意
は
下
化
衆
生

に
あ
り2

」
と
説
い
て
い
る
。
別
願
に
つ
い
て
も
、
和
語
の
資
料
で
は

「
ほ
と
け
に
な
り
て
衆
生
を
す
く
は
ん
と
お
ぼ
し
め
し
し
時　

淨
土

を
ま
う
け
む
た
め
に
四
十
八
願
を
お
こ
し
給
ひ
し
」（「
浄
土
宗
略

抄
」）
な
ど
と
説
い
て
い
る3

。
つ
ま
り
基
本
的
に
「
本
願
」
と
は
、

諸
佛
と
同
様
に
衆
生
の
救
い
を
目
的
と
し
つ
つ
、
独
自
に
浄
土
建
立

を
誓
っ
た
四
十
八
願
を
指
す
。

　
『
選
択
集
』
第
三
章
で
は
法
蔵
菩
薩
の
発
願
に
つ
い
て
説
明
し
て

い
く
上
で
、「
選
擇
」
と
い
う
語
に
焦
点
を
当
て
る
。
法
蔵
菩
薩
自

身
が
積
極
的
、
能
動
的
な
意
志
、
意
図
の
も
と
で
、
二
百
一
十
億
の

諸
佛
の
浄
土
を
吟
味
し
た
末
に
行
っ
た
と
い
う
、
こ
の
取
捨
選
択
に

よ
っ
て
、
法
蔵
菩
薩
の
別
願
と
し
て
の
独
自
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

中
で
も
第
十
八
願
「
念
佛
往
生
の
願
」
は
、
章
題
に
お
い
て
「
唯
タ

法
然
の
念
佛
思
想
に
お
け
る
本
願
の
意
義

齋　

藤　

蒙　

光
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以
テ二
念
佛
ヲ一
爲
タ
マ
ヘ
ル

二

往
生
ノ
本
願
ト一
之
文４

」
と
位
置
付
け
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
無
量
寿
経
釈
」
の
「
四
十
八
願
の
興
意
」
の
説
明
を

見
る
と
、
四
十
八
願
は
各
々
大
悲
＝
抜
苦
も
し
く
は
大
慈
＝
与
楽
の

義
を
有
す
る
が5

、
第
十
八
の
念
佛
往
生
の
願
は
、
衆
生
を
生
死
界
か

ら
離
れ
さ
せ
る
抜
苦
と
、
極
楽
に
往
生
さ
せ
る
与
楽
の
両
義
を
具
え

て
お
り
、
こ
の
願
が
な
け
れ
ば
、
衆
生
が
苦
界
を
離
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
、
そ
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る6

。
つ
ま
り
四
十
八
願
に
お

け
る
「
離
苦
得
樂
之
計7

」
が
実
際
に
成
り
立
つ
の
は
、
そ
こ
に
衆
生

を
招
き
入
れ
る
具
体
的
手
段
と
し
て
、
第
十
八
願
が
発
願
さ
れ
た
こ

と
に
よ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

さ
て
『
選
択
集
』
第
三
章
に
戻
る
と
法
然
は
、
第
十
八
願
に
つ
い

て
「
今
ハ
選
二
捨
シ
テ
前
キ
ノ
布
施
持
戒
乃
至
孝
養
父
母
等
ノ
諸
行
ヲ一
選
二
取

ス
專
稱
佛
號
ヲ一
故
ニ
云
フ
ナ
リ

二

選
擇
ト一
也8

」
と
説
明
し
、
ま
た
選
択
の
理
由

と
し
て
勝
劣
・
難
易
の
二
義
を
挙
げ9

、
難
易
義
に
お
い
て
「
彌
陀
如

來
法
藏
比
丘
ノ
之
昔
シ
被
レ
催
サ二
平
等
ノ
慈
悲
ニ一
普
爲
ニレ
攝
セ
ン
カ

二

於
一
切
ヲ一
」

称
名
念
佛
の
一
行
を
選
取
し
た
と
推
測
し
て
い
る11

。
つ
ま
り
法
蔵
菩

薩
が
四
十
八
願
を
発
し
た
意
図
は
既
に
述
べ
た
通
り
、
衆
生
を
救
う

た
め
で
あ
る
が
、
特
に
往
生
行
と
し
て
行
じ
易
い
称
名
念
佛
が
選
び

取
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
普
く
一
切
の
機
に
お
け
る
「
平
等
」
の
救
い

が
実
現
し
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
然
の
念
佛
思

想
に
お
い
て
は
、
衆
生
の
救
い
を
実
現
す
る
た
め
に
発
さ
れ
た
別
願

の
は
た
ら
き
が
、
四
十
八
願
か
ら
念
佛
往
生
の
一
願
へ
と
集
約
さ
れ

て
い
く
と
い
う
論
理
構
造
も
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
『
選
択
集
』
第
六
章
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

凡
ソ
四
十
八
願
皆
雖
ド
モ

二

本
願
ナ
リ
ト

一

殊
ニ
以
テ二
念
佛
ヲ一
爲
ス二
往
生
ノ
規
ト一

故
ニ
善
導
ノ
釋
ニ
云
弘
誓
多
門
ニ
シ
テ
四
十
八
ナ
レ
ド
モ
偏
ニ
標
シ
テ

二

念
佛
ヲ一

最
モ
爲
レ
親
シ
ト
人
能
ク
念
ズ
レ
バ

レ

佛
ヲ一
佛
還
タ
念
ジ
タ
マ
フ
專
心
ニ
想
ヘ
バ

レ

佛
ヲ

佛
知
タ
マ
フ

レ

人
ヲ已

上
故
ニ
知
ヌ
11

　

法
然
は
善
導
の
教
説
に
依
っ
て
、
称
名
念
佛
の
一
行
が
「
往
生
の

規
」
で
あ
る
と
見
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
法
事
讃
』
の
偈
文
の

一
部
を
挙
げ
る
が
、「
人
能
く
佛
を
念
ず
れ
ば
、
佛
還
た
念
じ
た
ま

ふ
。
專
心
に
佛
を
想
へ
ば
、
佛
人
を
知
り
た
ま
ふ
」
と
い
う
言
葉
は
、

『
観
経
疏
』
所
説
の
親
縁
を
連
想
さ
せ
る
。
本
願
は
四
十
八
種
あ
る

が
、
往
生
の
行
は
称
名
念
佛
た
だ
一
行
で
あ
る
。
よ
っ
て
今
生
に
そ

の
称
名
念
佛
を
行
じ
る
な
ら
ば
、
往
生
に
先
立
っ
て
佛
も
そ
の
行
者

を
念
じ
、
知
る
の
で
あ
り
、
念
佛
が
最
も
阿
弥
陀
佛
に
親
し
い
行
で

あ
る
と
善
導
は
言
う
。
法
然
は
こ
の
善
導
の
言
葉
を
論
拠
と
し
て
、
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「
四
十
八
願
之
中
ニ
既
ニ
以
二
念
佛
往
生
ノ
之
願
ヲ一
而
爲
ス一
本
願
中
ノ
之
王
ト一

也
」
と
位
置
付
け
、「
無
量
寿
経
釈
」
で
は
「
要12

」、「
逆
修
説
法
」

三
七
日
で
は
「
本
体
」
と
言
う13

。

　

今
ま
で
の
考
察
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
四
十
八
願
は
衆
生

を
救
う
目
的
で
発
願
さ
れ
、
極
楽
浄
土
を
荘
厳
す
る
。
し
か
し
、
衆

生
が
極
楽
浄
土
の
荘
厳
を
見
聞
き
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
念
佛
に

よ
っ
て
往
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
念
佛
行
が
易
行
で
あ

る
が
故
に
、
平
等
に
一
切
の
衆
生
を
往
生
さ
せ
る
。
さ
ら
に
念
佛
は

往
生
以
前
、
現
世
に
お
い
て
も
最
も
阿
弥
陀
佛
に
親
し
い
行
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
意
義
か
ら
法
然
は
、
本
願
＝
四
十
八
願
の
中
で
も
、
総
願

に
共
通
す
る
救
い
の
意
志
と
、
別
願
独
自
の
は
た
ら
き
が
最
も
体
現

さ
れ
て
い
る
の
が
、
第
十
八
の
念
佛
往
生
の
願
で
あ
る
と
し
て
、
中

心
的
位
置
に
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
願
の
成
就
に
関
す
る
意
義
―
願
力
・
不
思
議
・
他
力
―

　
『
選
択
集
』
第
三
章
で
法
然
は
、「
選
択
」
の
説
明
の
後
に
、
四
十

八
願
は
成
就
し
て
い
る
か
否
か
と
問
い
を
立
て
、
全
て
の
願
は
成
就

し
て
い
る
と
答
え
る11

。
ま
た
法
然
は
度
々
「
彌
陀
の
別
願
」
と
い
う

よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
と
阿
弥
陀
佛
を
厳
密
に
分
類
せ
ず
、
本
願
を
発

し
た
主
体
を
阿
弥
陀
佛
と
表
現
す
る
が
、
そ
れ
は
法
蔵
菩
薩
が
す
で

に
阿
弥
陀
佛
と
成
っ
て
い
る
現
在
を
こ
そ
問
題
と
し
て
い
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
阿
弥
陀
佛
の
本
願
」
と
は
単
に
因
願
で
あ
る
に

止
ま
ら
ず
、
既
に
成
就
し
て
「
願
力
」、
そ
こ
に
誓
わ
れ
て
い
る
内

容
を
実
現
さ
せ
る
力
を
伴
っ
て
い
る
願
な
の
で
あ
る
。

　
「
願
力
」
と
い
う
言
葉
は
、『
選
択
集
』
第
一
章
の
私
釈
に
お
け
る
、

曇
鸞
著
『
往
生
論
註
』
の
引
用
に
見
ら
れ
る15

。
そ
こ
で
曇
鸞
は
、
易

行
道
と
は
「
願
力
」
に
乗
じ
て
た
や
す
く
往
生
す
る
道
で
あ
る
と
説

き
、
船
に
乗
っ
て
水
路
を
行
く
よ
う
な
も
の
だ
と
譬
え
る
。
法
然
は

聖
浄
二
門
判
を
説
く
際
に
こ
の
譬
え
を
多
用
し
、
阿
弥
陀
佛
の
「
願

力
」
と
は
、
能
力
や
資
質
、
佛
道
修
行
の
進
行
具
合
と
無
関
係
に
、

乗
じ
る
者
を
必
ず
穢
土
か
ら
浄
土
へ
と
運
び
き
る
力
で
あ
る
と
具
体

化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
願
力
に
乗
じ
る
と
い
う
表
現
は
、
善
導
の
二
種
の
深
信
に
お

け
る
「
後
の
」
深
信
の
説
明
に
見
る
こ
と
が
で
き
る16

。
和
語
の
資
料

に
お
い
て
は
、
法
然
自
身
に
よ
っ
て
咀
嚼
さ
れ
た
説
明
が
な
さ
れ
て

い
る
。二

に
は
ふ
か
く
か
の
阿
彌
陀
佛　

四
十
八
願
を
も
て
衆
生
を
攝

取
し
給
ふ　

す
な
は
ち
名
號
を
と
な
ふ
る
事　

下
十
聲
に
い
た

る
ま
て　

か
の
ほ
と
け
の
願
力
に
乗
し
て　

さ
た
め
て
往
生
を
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得
と
信
し
て　

乃
至
一
念
も
う
た
か
ふ
心
な
き
か
ゆ
へ
に
深
心

と
な
つ
く
（「
浄
土
宗
略
抄17

」）

四
十
八
願
に
よ
る
摂
受
が
念
佛
往
生
の
願
へ
と
具
体
化
さ
れ
、
称
名

念
佛
を
行
じ
る
な
ら
ば
阿
弥
陀
佛
の
願
力
に
乗
じ
る
と
い
う
文
脈
に

な
る
。

　

さ
て
、『
選
択
集
』
は
、
法
然
自
身
の
内
に
お
い
て
煮
詰
め
ら
れ

た
思
想
が
、
往
生
行
で
あ
る
称
名
念
佛
を
中
心
と
し
て
、
体
系
立
っ

て
説
明
さ
れ
て
い
く
教
義
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
和
語
燈

録
』
に
は
消
息
や
問
答
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
多
く
の
場
合
、
特

定
の
人
物
を
対
象
に
語
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
そ
の
相
手
の
疑
問
を

解
消
さ
せ
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
、
時
に
『
選
択
集
』
と
は
趣
の
異
な

る
説
示
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。

　

法
然
の
信
徒
が
本
願
に
関
連
し
て
起
こ
す
疑
問
は
、
概
ね
二
種
に

分
け
ら
れ
る
。
愚
痴
・
罪
悪
の
自
覚
か
ら
、
自
ら
の
往
生
を
疑
う
場

合
と
、
無
智
の
自
覚
を
持
つ
者
が
、
智
者
か
ら
念
佛
往
生
に
つ
い
て

「
無
智
の
者
だ
け
の
た
め
の
教
え
」、「
往
生
で
き
な
い
」
な
ど
と
批

判
さ
れ
て
動
揺
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
者
と
し
て
、

「
念
佛
往
生
要
義
抄
」
に
注
目
し
た
い
。

阿
弥
陀
ほ
と
け
の
本
願
は　

末
代
の
わ
れ
ら
か
た
め
に
お
こ
し

給
る
願
な
れ
は　

利
益
い
ま
の
時
に
決
定
往
生
す
へ
き
也　

（
中
略
）
阿
彌
陀
ほ
と
け　

五
劫
に
思
惟
し
て
た
て
給
ひ
し
深

重
の
本
願
と
申
す
は　

善
惡
を
へ
た
て
す　

持
戒
破
戒
を
き
ら

は
す　

在
家
出
家
を
も
え
ら
は
す　

有
智
无
智
を
も
論
せ
す　

平
等
の
大
悲
を
お
こ
し
て
ほ
と
け
に
な
り
給
ひ
た
れ
は　

た
ゝ

他
力
の
心
に
住
し
て
念
佛
申
さ
は　

一
念
須
臾
の
あ
ひ
た
に　

阿
彌
陀
ほ
と
け
の
来
迎
に
あ
つ
か
る
へ
き
也18

冒
頭
の
法
語
で
は
、
末
代
の
凡
夫
の
た
め
に
こ
そ
本
願
は
発
さ
れ
た

と
述
べ
、
問
答
に
お
い
て
機
を
選
ば
な
い
平
等
の
慈
悲
を
説
く
。
次

に
、
後
者
と
し
て
、「
津
戸
三
郎
入
道
へ
つ
か
は
す
御
返
事
」（
九
月

十
八
日
）
を
引
用
し
た
い
。

熊
谷
入
道
津
戸
三
郎
は　

无
智
の
も
の
な
れ
は
こ
そ　

但
念
佛

を
は
す
ゝ
め
た
れ　

有
智
の
人
に
は　

か
な
ら
す
し
も
念
佛
に

は
か
き
る
へ
か
ら
す
と
申
す
よ
し　

き
こ
へ
て
候
ら
ん　

き
わ

め
た
る
ひ
か
事
に
て
候　

そ
の
ゆ
へ
は　

念
佛
の
行
は　

も
と

よ
り
有
智
无
智
に
か
き
ら
す　

彌
陀
の
む
か
し
ち
か
ひ
給
ひ
し

本
願
も　

あ
ま
ね
く
一
切
衆
生
の
た
め
也19

こ
ち
ら
で
も
、
平
等
の
慈
悲
が
有
智
の
者
を
も
対
象
と
し
て
い
る
と

い
う
点
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
然
は
い
ず
れ
の
疑
い
も
、

機
を
選
ば
な
い
本
願
の
平
等
性
に
対
す
る
疑
い
で
あ
る
と
受
け
止
め
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て
対
応
し
て
い
る
。

　

ま
た
「
十
二
箇
条
の
問
答
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

男
女
貴
賤
を
え
ら
は
す　

善
人
惡
人
を
も
わ
か
た
す　

心
を
い

た
し
て
彌
陀
を
念
す
る
に　

む
ま
れ
す
と
い
ふ
事
な
し　

た
と

へ
は
お
も
き
石
を
ふ
ね
に
の
せ
つ
れ
は　

し
つ
む
事
な
く
萬
里

の
う
み
を
わ
た
る
か
こ
と
し　

罪
悪
の
お
も
き
事
は
石
の
こ
と

く
な
れ
と
も　

本
願
の
ふ
ね
に
の
り
ぬ
れ
は　

生
死
の
う
み
に

し
つ
む
事
な
く　

か
な
ら
す
往
生
す
る
也　

ゆ
め
ゝ
ゝ
わ
か
身

の
罪
業
に
よ
り
て　
　

本
願
の
不
思
議
を
う
た
か
は
せ
給
ふ
へ

か
ら
す　

こ
れ
を
他
力
の
往
生
と
は
申
す
也21

こ
こ
で
法
然
は
、
重
い
石
を
乗
せ
て
も
船
は
沈
ま
ず
に
海
を
渡
る
と
、

船
の
譬
え
を
発
展
さ
せ
て
本
願
の
力
を
強
調
し
、
重
い
罪
業
を
持
つ

者
す
ら
運
ぶ
根
拠
と
し
て
「
本
願
の
不
思
議
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
平
等
の
慈
悲
」
と
い
う
語
の
用
例
を
遡
る
と
、
法
然

は
善
導
を
道
標
に
し
た
と
思
わ
れ
る21

。
だ
が
一
方
で
「
平
等
」
と
い

う
語
は
、
善
導
や
曇
鸞
な
ど
浄
土
教
の
祖
師
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
佛

や
諸
佛
、
ま
た
は
往
生
人
が
体
得
す
る
智
慧
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
悪
人
や
無
智
の
者
ま
で
「
平

等
」
に
往
生
さ
せ
る
と
い
う
願
力
の
背
景
に
は
、
慈
悲
の
み
な
ら
ず
、

智
慧
の
は
た
ら
き
も
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
法
然
は
『
和
語
灯
録
』

に
お
い
て
願
力
を
説
明
す
る
際
に
は
、
全
く
智
慧
の
力
に
は
言
及
せ

ず
、
度
々
「
本
願
の
不
思
議
」
を
強
調
し
て
い
る
。
智
慧
を
も
っ
て

論
証
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
凡
夫
が
い
か
に
思
議
し
よ
う
と

も
本
願
を
理
解
す
る
こ
と
な
ど
到
底
で
き
な
い
と
受
け
止
め
る
の
が
、

法
然
の
態
度
と
読
み
取
れ
よ
う22

。

　

ま
た
右
の
「
十
二
箇
条
の
問
答
」
の
言
葉
で
は
、
更
に
「
こ
れ
を

他
力
の
往
生
と
は
申
す
也
」
と
述
べ
て
説
明
を
結
ん
で
い
る
。
法
然

に
お
け
る
「
他
力
」
の
用
例
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、「
要
義
問
答
」

で
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

敎
を
え
ら
ふ
に
は
あ
ら
す　

機
を
は
か
ら
ふ
也　

わ
か
ち
か
ら

に
て
生
死
を
は
な
れ
ん
事　

は
け
み
か
た
く
し
て　

ひ
と
へ
に

他
力
の
彌
陀
の
本
願
を
た
の
む
也23

浄
土
門
へ
の
帰
入
に
お
い
て
何
よ
り
も
先
立
つ
の
は
、
教
の
選
び
で

は
な
く
、
自
身
の
機
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
。
凡
夫
と
い
う
機
は
自

身
の
力
に
依
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
阿
弥
陀
佛
の
本
願
を
た
の
む
べ

き
だ
と
説
く
文
脈
上
で
、
法
然
は
他
力
の
語
を
用
い
て
い
る
。

　

ま
た
同
じ
く
「
十
二
箇
条
の
問
答
」
で
は
、
愚
痴
の
者
が
ど
う
や

っ
て
罪
を
消
す
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。



─ 173 ─

さ
き
の
た
と
へ
の
こ
と
く　

ふ
ね
に
の
り
ぬ
れ
は　

目
し
ゐ
た

る
物
も
目
あ
き
た
る
物
も　

と
も
に
ゆ
く
か
こ
と
し　

智
慧
の

ま
な
こ
あ
る
物
も　

佛
を
念
せ
さ
れ
は
願
力
に
か
な
は
す　

愚

癡
の
や
み
ふ
か
き
も
の
も　

念
佛
す
れ
は
願
力
に
乗
す
る
也21

智
慧
が
あ
ろ
う
と
無
か
ろ
う
と
、
船
に
乗
れ
ば
彼
岸
に
到
る
。
言
い

換
え
る
と
、
願
力
に
乗
じ
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
に
は
、
智
慧
の
あ

る
者
も
念
佛
を
行
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浄
土
門
に
お
け
る
往
生

と
は
、
智
慧
の
有
無
で
は
な
く
、
念
佛
を
行
じ
て
願
力
に
乗
じ
る
か

乗
じ
な
い
か
の
み
が
全
て
を
決
定
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
法
然
は
、
現
に
称
名
念
佛
を
行
じ
な
が
ら
も
愚
痴
や

罪
悪
の
自
覚
を
持
つ
が
故
に
念
佛
徃
生
を
疑
う
者
達
を
安
心
さ
せ
る

目
的
で
話
を
進
め
る
場
合
に
は
、
浄
土
門
の
基
本
的
な
立
場
を
明
確

化
す
る
こ
と
に
労
力
を
注
い
で
い
る
。
つ
ま
り
、
不
思
議
な
願
力
に

よ
っ
て
一
切
衆
生
を
平
等
に
極
楽
浄
土
へ
と
運
ぶ
と
い
う
、
阿
弥
陀

佛
の
本
願
の
船
を
た
の
み
と
し
、
そ
れ
に
乗
じ
て
い
く
の
が
浄
土
門

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
自
ら
の
智
慧
を
拠
り
所
と
し
て
批
判
す
る

者
は
、
自
力
を
た
の
む
聖
道
門
を
立
場
と
す
る
者
で
あ
り
、
そ
も
そ

も
立
脚
地
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
法
然
に
お

い
て
も
、
聖
道
門
と
浄
土
門
の
立
場
の
相
違
を
説
く
た
め
に
、
場
合

に
よ
っ
て
は
「
自
力
」「
他
力
」
と
い
う
観
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
法
然
の
念
佛
思
想
に
お
け
る
本
願
の
意
義
を
考
察
し
た
。

法
然
に
お
け
る
「
本
願
」
と
は
基
本
的
に
は
、
諸
佛
と
同
様
に
衆
生

の
救
い
を
目
的
と
し
て
、
法
蔵
菩
薩
が
独
自
に
取
捨
選
択
し
た
四
十

八
願
を
指
す
。
た
だ
し
四
十
八
願
は
浄
土
建
立
を
誓
っ
て
い
る
が
、

衆
生
が
極
楽
浄
土
の
荘
厳
を
見
聞
き
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
こ
へ

往
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
具
体
的
な
手
段
と
し
て
誓
わ
れ

た
の
が
第
十
八
の
念
佛
往
生
の
願
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
称
名
念
佛
が

易
行
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
機
が
等
し
く
往
生
で
き
る
。
さ

ら
に
念
佛
を
行
じ
る
な
ら
ば
、
往
生
に
先
立
っ
て
阿
弥
陀
佛
は
行
者

を
念
じ
知
る
。
こ
れ
ら
の
意
義
に
よ
っ
て
法
然
は
、
第
十
八
の
念
佛

往
生
の
願
に
こ
そ
、
佛
の
願
に
お
け
る
慈
悲
の
意
志
と
は
た
ら
き
が

集
約
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
四
十
八
願
の
中
心
に
位
置
付
け
る
。

　

ま
た
法
蔵
菩
薩
は
す
で
に
成
佛
し
て
阿
弥
陀
佛
と
な
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
本
願
と
は
因
願
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
現
在
す
で
に
成
就
さ

れ
て
い
る
願
で
あ
り
、
誓
っ
た
内
容
を
実
行
す
る
力
を
具
え
て
い
る
。

法
然
は
そ
の
願
力
を
船
に
譬
え
、
乗
じ
る
者
を
、
資
質
や
能
力
と
関

わ
り
な
く
、
極
楽
浄
土
へ
と
運
ぶ
力
と
し
て
説
い
て
い
る
。

　

な
お
法
然
は
、
教
義
書
で
あ
る
『
選
択
集
』
に
お
い
て
は
、
往
生
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行
で
あ
る
念
佛
の
選
び
取
り
の
論
理
を
中
心
に
置
く
。
そ
れ
に
対
し

て
『
和
語
燈
録
』
所
収
の
説
法
の
問
答
、
消
息
な
ど
に
お
い
て
は
、

時
に
相
手
の
疑
問
に
応
じ
て
、
念
佛
に
先
立
つ
聖
浄
二
門
の
立
場
の

相
違
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
く
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
際
に

は
、
智
慧
な
ど
の
自
身
の
能
力
や
資
質
を
拠
り
所
と
す
る
の
で
は
な

く
、
た
だ
阿
弥
陀
佛
の
平
等
か
つ
不
思
議
の
願
力
に
乗
じ
て
往
生
し

て
い
く
の
が
浄
土
門
で
あ
る
と
説
き
、
そ
の
立
場
を
よ
り
明
確
化
す

る
た
め
に
、
自
力
と
他
力
と
い
う
観
点
も
用
い
て
い
る
。

１　
『
昭
法
全
』
三
一
七
頁

２　
『
昭
法
全
』
二
八
頁

３　
『
昭
法
全
』
五
九
二
頁

４　
『
昭
法
全
』
三
一
七
頁

５　
『
昭
法
全
』
七
四
頁

６　
『
昭
法
全
』
七
四
頁

７　
『
昭
法
全
』
七
五
頁

８　
『
昭
法
全
』
三
一
九
頁

９　
『
昭
法
全
』
三
一
九
頁

11　
『
昭
法
全
』
三
二
〇
頁

11　
『
昭
法
全
』
三
二
六
頁

12　
『
昭
法
全
』
八
七
頁

13　
『
昭
法
全
』
二
五
二
頁

11　
『
昭
法
全
』
三
二
〇
頁

15　
『
昭
法
全
』
三
一
二
頁

16　
『
昭
法
全
』
三
二
九
頁

17　
『
昭
法
全
』
五
九
四
頁

18　
『
昭
法
全
』
六
八
二
、
六
八
四
頁

19　
「
津
戸
三
郎
入
道
へ
つ
か
は
す
御
返
事
」（
九
月
十
八
日
）『
昭

法
全
』
五
〇
一
頁

21　
『
昭
法
全
』
六
七
三
頁

21　

善
導
は
『
観
経
疏
』
定
善
義
に
お
い
て
、『
観
経
』
第
九
真
身

観
の
「
佛
心
者
大
慈
悲
」
に
つ
い
て
「
明
ス下
佛
心
ハ
者
慈
悲
ヲ
爲

レ

體
ト　

以
二

此
ノ

平
等
ノ

大
慈
ヲ一　

普
攝
ス
ル
ヿ
ヲ

中

一
切
ヲ上

也
」（『
浄

全
』
二
・
四
九
頁
下
）
と
説
明
す
る
。

22　

法
然
に
先
立
ち
、
善
導
は
『
観
経
疏
』
の
廻
向
発
願
心
釈
で
、

一
生
の
念
佛
で
曠
劫
以
来
の
罪
が
滅
す
る
理
由
に
「
佛
法
不
思

議
ノ
之
力
」
を
挙
げ
て
い
る
。（『
昭
法
全
』
三
三
一
頁
）。

23　
『
昭
法
全
』
六
一
九
頁

21　
『
昭
法
全
』
六
七
四
頁
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は
じ
め
に　

～
問
題
の
所
在
～

　

周
知
の
通
り
、
極
楽
に
相
当
す
る
梵
語sukhāvatī

は
、「
楽
」

を
意
味
す
るsukha-

と
所
有
を
表
す
接
尾
辞vat-

の
二
語
か
ら
構

成
さ
れ
、
極
楽
の
他
に
も
安
楽
や
安
養
と
い
っ
た
訳
語
が
知
ら
れ
て

い
る
が
、sukha-

に
し
ろvat-

に
し
ろ
、「
極
」
に
相
当
す
る
語
義

は
含
ま
れ
な
い
。
藤
田
宏
達
博
士
に
よ
れ
ば
、sukhāvatī 
の
訳
語

と
し
て
極
楽
と
い
う
語
を
用
い
た
嚆
矢
は
『
阿
弥
陀
経
』
に
お
け
る

鳩
摩
羅
什
（
以
下
、
羅
什
）
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
が
、
羅
什
の
訳

経
に
は
「
安
楽
」
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
羅
什
が
「
極
楽
」
の
語

を
用
い
た
の
は
『
阿
弥
陀
経
』
だ
け１

」
で
あ
る
と
い
う
。

　

で
は
何
故
に
羅
什
は
『
阿
弥
陀
経
』（
以
下
、
羅
什
訳
）
に
お
い

て
の
み
「
極
楽
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
羅
什
訳

に
は
①
「
舍
利
弗
彼
土
何
故
名
爲
極
樂
其
國
衆
生
無
有
衆
苦
但
受
諸

樂
故
名
極
樂２

」
と
い
い
、
あ
る
い
は
、
①
に
引
き
続
き
②
「
又
舍
利

弗
極
樂
國
土
七
重
欄
楯
七
重
羅
網
七
重
行
樹
皆
是
四
寶
周
匝
圍
繞
是

故
彼
國
名
曰
極
樂３

」
と
説
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
在
す
国
土
が
極
楽
と

命
名
さ
れ
て
い
る
所
以
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
同
博
士
は
「
羅
什
が

一
方
に
お
い
て
安
楽
を
用
い
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
極
楽
を
用
い

た
の
は
何
故
か
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
材
料
は
な
い４

」
と
指

摘
す
る
。

　

と
は
い
え
、
我
々
浄
土
教
信
者
は
す
で
に
極
楽
と
い
う
呼
称
に
慣

れ
親
し
ん
で
い
る
。
羅
什
の
翻
訳
意
図
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
に
し

て
も
、
我
々
は
我
々
で
、sukhāvatī

を
何
故
に
極
楽
と
呼
ぶ
の
か
、

何
ら
か
の
見
解
を
持
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
極

楽
と
い
う
訳
語
か
ら
、
と
り
わ
け
「
極
」
と
い
う
表
現
か
ら
我
々
は

何
を
読
み
取
る
べ
き
か
、
い
さ
さ
か
論
考
を
め
ぐ
ら
し
て
み
た
い
。

と
は
い
え
大
変
に
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
ま
ず
は
参
考
資
料
と
し
て

極
樂
の
「
極
」
を
め
ぐ
っ
て

袖　

山　

榮　

輝
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初
期
無
量
寿
経
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

1
、
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
と
国
土
の
称
讃　
　
　
　
　
　

	
	

～
初
期
無
量
寿
経
の
場
合
～

　

極
楽
に
お
け
る
「
極
」
と
い
う
表
現
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、

筆
者
が
ま
ず
糸
口
と
し
た
い
の
は
、『
梵
文
阿
弥
陀
経
』（
以
下
、
梵

本
）
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
六
方
段
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
梵
本
で
は
、

③ tad yathāpi nām
a śāriputra aham

 etarhi tām

4 
parikīrtayām

i ...

5

と
あ
る
よ
う
に
、
世
尊
（
以
下
、
釈
尊
）
が
女
性
形
の
指
示
代
名
詞

tām

4

を
称
讃
す
る
。
こ
の
代
名
詞
が
女
性
名
詞
で
あ
るsukhāvatī

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、sukhāvatī

に
つ
い
て
は
、
こ
の
一
文

か
ら
、
釈
尊
に
よ
る
称
讃
の
対
象
と
い
う
定
義
付
け
が
可
能
と
な
る
。

そ
う
な
る
と
、
羅
什
訳
に
お
い
てsukhāvatī

の
訳
語
と
し
て
用
い

ら
れ
る
極
楽
に
も
、
そ
う
し
た
定
義
付
け
が
適
用
で
き
や
し
な
い
か

と
期
待
さ
れ
る
が
、
周
知
の
通
り
羅
什
訳
の
六
方
段
冒
頭
は
、

④ 

舍
利
弗
如
我
今
者
讚
歎
阿
彌
陀
佛
不
可
思
議
功
徳
東
方
亦
有

阿
閦
鞞
佛
…６

」

と
説
き
示
さ
れ
て
い
て
、
釈
迦
牟
尼
仏
（
以
下
、
釈
尊
）
は
阿
弥
陀

仏
の
不
可
思
議
功
徳
を
讃
歎
す
る
。
こ
こ
で
は
釈
尊
の
称
讃
対
象
が

阿
弥
陀
仏
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
引
用

文
③
④
間
の
異
同
に
伴
っ
て
、
当
然
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
生
じ
て

く
る
。

　

そ
の
第
一
は
、
釈
尊
が
片
や
阿
弥
陀
仏
の
仏
国
土
を
、
片
や
そ
の

不
可
思
議
功
徳
を
称
讃
す
る
と
い
う
、
六
方
段
冒
頭
に
於
け
る
梵
本

と
羅
什
訳
の
異
同
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
羅
什
訳
の
極
楽
と
い
う
訳
語
に
、
釈
尊
の
称
讃
対
象
で

あ
る
と
い
うsukhāvatī

の
定
義
を
読
み
込
む
こ
と
は
、
は
た
し
て

不
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

第
三
は
、sukhāvatī

で
あ
れ
阿
弥
陀
仏
の
不
可
思
議
功
徳
で
あ

れ
、
そ
も
そ
も
釈
尊
は
何
故
に
そ
れ
ら
を
称
讃
す
る
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
（
と
り
わ
け
第
三
、
乃
至
第
一
）
に
対
し
、
参
考

と
な
る
の
が
『
阿
彌
陀
三
耶
三
佛
薩
樓
佛
檀
過
度
人
道
經
』（
以
下

『
大
阿
』）
や
『
無
量
清
淨
平
等
覺
經
』（
以
下
『
平
覚
』）
と
い
っ
た

初
期
無
量
寿
経
経
典
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
初
期
無
量
寿
経
で
は

阿
弥
陀
仏
の
功
徳
と
そ
の
仏
国
土
の
双
方
と
が
一
組
の
セ
ッ
ト
と
し

て
称
讃
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
『
大
阿
』
を
見
る
な
ら
ば
、

⑤ 
佛
言
。
我
説
阿
彌
陀
佛
功
徳
國
土
快
善
。
晝
夜
盡
一
劫

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
。
尚⌇

復
未
竟

⌇
⌇
⌇
。
我
但
爲
若
曹
小
説
之
爾７

。」
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と
仏
（
釈
尊
）
が
傍
線
部
の
よ
う
に
称
讃
し８

、『
平
覚
』
に
お
い
て

も
ま
た
同
様
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る９

。
以
下
、
便
宜
上
、『
大

阿
』
か
ら
言
及
し
て
み
た
い
が
、
こ
の
よ
う
な
称
讃
は
、

⑥ 

第
四
願
。
使
某
作
佛
時
。
令
我
名
字
。
皆
聞
八
方
上
下
無
央

數
佛
國
。
皆
令
諸
佛
。
各
於
比
丘
僧
大
坐
中
。
説
我
功
徳
國

土
之
善
。
諸
天
人
民
。
蜎
飛
蠕
動
之
類
聞
我
名
字
。
莫
不
慈

心
歡
喜
踊
躍
者
。
皆
令
來
生
我
國
。
得
是
願
乃
作
佛
。
不
得

是
願
終
不
作
佛11

と
あ
る
よ
う
に
、
じ
つ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
基
づ
く
。
阿
弥
陀
仏

は
そ
の
菩
薩
の
時
代
に
、
諸
仏
が
各
々
比
丘
た
ち
の
会
座
に
お
い
て
、

傍
線
部
の
ご
と
く
、
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
と
国
土
の
善
の
双
方
を
歎
ず

る11

よ
う
自
ら
願
を
建
て
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
仏
の
功
徳
と
仏
国
の
徳
性
を
一
組
の
セ
ッ
ト
に
し
て

扱
う
と
い
う
発
想
は
な
に
も
第
四
願
に
お
い
て
初
め
て
明
ら
か
に
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
じ
つ
は
二
十
四
願
の
選
択
以
前
に
遡
る
。
す

な
わ
ち
曇
摩
迦
は
樓
夷
亘
羅
仏
の
御
前
で
、

⑦ 

我
欲
求
佛
爲
菩
薩
道
。
令
我
後
作
佛
時
。
於
八
方
上
下
諸
無

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

央
數
佛
中

⌇
⌇
⌇
⌇
。
最
尊
智
慧
勇
猛
。
頭
中
光
明
如
佛
光
明
所
焔
照

無
極
。
所
居
國
土
。
自
然
七
寶
極
自
軟
好11

。

と
述
べ
、
作
仏
の
暁
に
は
諸
仏
中
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
最
尊
で
、

智
慧
が
あ
り
、
勇
猛
で
、
頭
中
の
光
明
も
樓
夷
亘
羅
仏
と
同
様
で
あ

る
よ
う
に
と
自
身
に
具
わ
る
功
徳
を
願
い
、
同
じ
く
そ
の
国
土
に
つ

い
て
も
自
然
の
七
宝
か
ら
な
り
、
極
自
軟
好
（
と
て
も
す
ば
ら
し
く

な
る
よ
う
に11

）
と
そ
の
徳
性
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

曇
摩
迦
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
願
と
し
て
の
原
型
を
披
瀝
し
た
後
、

樓
夷
亘
羅
仏
が
説
き
示
す
二
百
一
十
億
の
仏
国
の
天
人
や
人
々
の
善

悪
や
國
土
の
好
醜
の
中
か
ら
、
心
中
に
所
願
を
選
択
し
て
二
十
四
願

に
ま
と
め
て
実
践
し
、「
精
進
勇
猛
勤
苦
求
索11

」
の
末
に
作
仏
し
て

阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
の
で
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
際
、
阿
弥
陀
仏
は
そ
の
願
に
応
じ
て
、

⑧
最
尊
智
慧
勇
猛
光
明
無
比
。
今
現
在
所
居
國
土
甚
快
善15

。

と
評
さ
れ
る
よ
う
な
自
身
の
功
徳
と
国
土
の
徳
性
を
成
就
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
仏
の
功
徳
と
国
土
の
徳
性
を
一
組
の
セ

ッ
ト
に
し
て
称
讃
す
る
と
い
う
発
想
は
、
曇
摩
迦
の
第
四
願
を
遡
る

こ
と
、
二
十
四
願
選
択
以
前
の
、
菩
薩
と
し
て
の
所
願
の
原
型
と
し

て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
初
期
無
量
寿
経
に
於
け
る
基
本
的
な

コ
ン
セ
プ
ト
の
一
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

初
期
無
量
寿
経
に
お
い
て
仏
の
功
徳
と
そ
の
国
土
の
功
徳
と
は
、
い

わ
ば
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
こ
こ
で
先
に
示
し
た
第
三
の
疑
問
に
立
ち
戻
り
た
い
。
阿

弥
陀
仏
の
不
可
思
議
功
徳
に
し
ろ
、sukhāvatī

に
し
ろ
、
そ
れ
ら

は
各
々
何
故
に
釈
尊
の
称
讃
対
象
と
な
り
得
た
の
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
周
知
の
通
り
、
羅
什
訳
に
も
梵
本
に
も
、
阿
弥
陀
経
に
は
阿

弥
陀
仏
の
本
願
や
菩
薩
の
時
代
が
直
接
説
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

と
は
い
え
阿
弥
陀
経
に
称
讃
が
示
さ
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
も
し

阿
弥
陀
経
に
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
と
国
土
の
功
徳
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
称

讃
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
そ
の
称
讃
が
初

期
無
量
寿
経
同
様
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
成
就
を
背
景
と
し
て
い
る
と

い
う
可
能
性
を
捨
て
切
れ
な
く
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る

とsukhāvatī

で
あ
れ
極
楽
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
称
讃
の
念
が
向
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。sukhāvatī

と
い
う
語
は
確
か
にsukha-

とvat-

の
二
語
か
ら
構
成
さ
れ
る
語
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に

称
讃
の
念
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
上
述
し
た
第
二
の
問
題

は
、
羅
什
訳
に
お
け
る
極
楽
に
「
極
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
の

は
、sukhāvatī

に
向
け
ら
れ
た
称
讃
の
念
を
汲
み
取
っ
た
用
法
で

あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
は
た
し
て
阿
弥
陀
経
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
読
み

取
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
然
、
こ
こ
で
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
別
途
論
じ
る
べ
き
問
題
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
引
き
続
き
初
期
無
量
寿
経
に
お
け
る
称
讃
に
つ

い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

2
、
初
期
無
量
寿
経
に
お
け
る
称
讃
の
反
復
表
現

　

曇
摩
迦
が
作
仏
を
目
指
す
に
当
た
り
、
八
方
上
下
の
無
央
数
の
諸

仏
中
、
最
尊
智
慧
勇
猛
に
し
て
、
そ
の
光
明
が
樓
夷
亘
羅
仏
と
同
様

と
な
る
よ
う
に
願
っ
て
い
た
と
こ
ろ
（
引
用
文
⑦
）、
作
仏
後
に
は

最
尊
智
慧
勇
猛
に
し
て
、
そ
の
光
明
は
無
比
で
あ
る
と
評
さ
れ
る
に

至
り
（
引
用
文
⑧
）、
ま
た
自
然
七
寶
極
自
軟
好
と
願
っ
て
い
た
国

土
（
引
用
文
⑦
）
は
甚
快
善
（
引
用
文
⑧
）
と
評
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

じ
つ
は
作
仏
前
と
作
仏
後
に
お
い
て
、
そ
の
所
願
（
引
用
文
⑦
）
と

い
わ
ば
成
就
文
（
引
用
文
⑧
）
と
の
間
に
文
言
上
の
変
化
が
認
め
ら

れ
る
。
そ
う
し
た
変
化
に
は
二
十
四
願
の
選
択
と
そ
の
成
就
が
影
響

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
大
阿
』
は
そ
の
後
、
変
化
し
た
文

言
を
さ
ら
に
敷
衍
さ
せ
て
い
く
。

2
―
1
、
光
明
の
場
合

　

引
用
文
⑧
の
「
光
明
無
比
」
以
降
、『
大
阿
』
に
は
光
明
と
無
比

と
を
結
び
つ
け
る
用
例
が
二
カ
所
ほ
ど
見
出
せ
る
。
一
つ
は
、

⑨ 
佛
言
。
阿
彌
陀
佛
。
光
明
最
尊
第
一
無
比
。
諸
佛
光
明
。
皆

所
不
及
也16

。
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と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
一
節
は
康
僧
鎧
訳
『
無
量
寿
経
』（
以

下
、
寿
経
）
に
い
う
、
い
わ
ゆ
る
光
明
歎
徳
章
の
冒
頭
「
佛
告
阿
難

無
量
壽
佛
威
神
光
明
最
尊
第
一
諸
佛
光
明
所
不
能
及17

」
に
対
応
す
る

も
の
で
、
こ
の
一
節
か
ら
の
章
段
は
い
わ
ば
初
期
無
量
寿
経
版
光
明

歎
徳
章
と
言
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
例
は
、
そ
の
章
段
の
な

か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
釈
尊
に
よ
っ
て
最
尊
第
一

無
比
と
評
さ
れ
る
光
明
が
、
さ
ら
に
、

⑩ 

佛
稱
譽
阿
彌
陀
佛
光
明
極
善
。
阿
彌
陀
佛
光
明
極
善
。
善
中

明
好
。
甚
快
無
比
。
絶
殊
無
極
也
。
阿
彌
陀
佛
光
明
。
清
潔

無
瑕
穢
。
無
缺
減
也
。
阿
彌
陀
佛
光
明
姝
好
。
勝
於
日
月
之

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

明⌇
。
百
千
億
萬
倍

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
。
諸
佛
光
明
中
之
極
明
也
。
光
明
中
之
極

好
也
。
光
明
中
之
極
雄
傑
也
。
光
明
中
之
快
善
也
。
諸
佛
中

之
王
也
。
光
明
中
之
極
尊
也
。
光
明
中
之
最
明
無
極
也18

。

と
称
誉
、
称
讃
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
極
を
用
い
た
称

讃
の
多
用
が
注
目
さ
れ
る
が
、
波
線
部
に
「
勝
於
日
月
之
明
。
百
億

萬
倍
也
。」
と
い
う
文
言
が
含
ま
れ
て
い
る
。
じ
つ
は
、
こ
れ
と
同

じ
文
言
が
引
用
文
⑩
に
先
立
つ
経
文
の
う
ち
、
第
二
十
四
願
の
中
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

⑪ 

第
二
十
四
願
。
使
某
作
佛
時
。
令
我
頂
中
。
光
明
絶
好
。
勝⌇

於
日
月
之
明

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
。
百
千
億
萬
倍

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
。
絶
勝
諸
佛
。
光
明
焔
照
。
諸

無
央
數
天
下
。
幽
冥
之
處
。
皆
當
大
明
。
諸
天
人
民
。
蜎
飛

蠕
動
之
類
。
見
我
光
明
。
莫
不
慈
心
作
善
者
。
皆
令
來
生
我

國
。
得
是
願
乃
作
佛
。
不
得
是
願
終
不
作
佛19

と
あ
る
う
ち
の
波
線
部
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

じ
つ
は
引
用
文
⑨
の
「
阿
弥
陀
仏
光
明
」
以
下
、「
我
但
爲
若
曹

小
説
之
耳
」
ま
で
が
第
二
十
四
願
の
成
就
を
説
き
示
し
て
い
る
と
指

摘
さ
れ11

、
引
用
文
⑩
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た

い
の
が
「（
諸
仏
）
光
明
中
の
○
○
」
と
い
う
形
式
を
用
い
た
反
復

表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
引
用
文
⑦
波
線
部
「
於
八
方
上
下
諸
無
央
數

佛
中
」
に
対
応
し
、
引
用
文
⑪
第
二
十
四
願
が
成
就
し
傍
線
部
「
絶

勝
諸
仏
」（
他
の
仏
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
ま
す
よ
う
に11

）
を
敷

衍
し
て
い
っ
た
表
現
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
反
復
表
現
に
よ
り
阿
弥
陀

仏
の
光
明
の
最
勝
性
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
、
そ
の
「
絶
勝
」
の
極

み
が
、
こ
の
章
段
の
締
め
く
く
り
に
お
い
て
、

⑫ 

我
道
阿
彌
陀
佛
光
明
。
姝
好
巍
巍
。
稱
譽
快
善
。
晝
夜
一
劫

⌇
⌇
⌇
⌇
。

尚
未
竟
也

⌇
⌇
⌇
⌇
。
我
但
爲
若
曹
小
説
之
耳11

と
説
か
れ
る
よ
う
な
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
は
称
讃
し
て
も
称
讃
し
尽

く
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
（
⑫
傍
線
部
）
と
い
う
釈
尊
の
心
情
に
昇

華
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
心
情
は
称
讃
の
念
と
し
て
は

こ
れ
以
上
表
現
の
し
よ
う
の
な
い
最
上
級
の
も
の
で
あ
り
、「（
諸
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仏
）
光
明
中
の
○
○
」
と
い
う
反
復
表
現
は
称
讃
の
念
が
そ
う
し
た

心
情
に
昇
華
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

2
―
2
、
国
土
の
場
合

　

さ
て
、
こ
う
し
た
反
復
表
現
は
、
じ
つ
は
阿
弥
陀
仏
の
仏
国
土
に

つ
い
て
も
見
出
せ
る
。
す
な
わ
ち
、

⑬ 

阿
彌
陀
佛
國
爲
最
快
。
八
方
上
下
無
央
數
。
諸
佛
國
中
衆
善

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

。

　

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
傍
線
部
の
如
く
「
諸
仏
国

中
の
○
○
」
と
い
う
形
式
に
沿
っ
た
反
復
表
現
が
用
い
ら
れ
、
さ
ら

に
は
引
用
文
⑫
波
線
部
と
同
様
の
心
情
が
⑤
波
線
部
で
も
表
明
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
引
用
文
⑬
も
阿
弥
陀
仏
の
国
土
に
対
し
て
、

称
讃
し
て
も
し
尽
く
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
、
最
上
級
の
称
讃
の
念

を
向
け
よ
う
す
る
一
節
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
こ
の
最
上
級
に
し
て
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
無
比
な
る
仏
国

土
は
、
仏
の
建
て
た
菩
薩
の
時
代
の
所
願
が
勇
猛
で
あ
り
、
精
進
し

て
怠
ら
ず
、
徳
を
重
ね
た
結
果
で
あ
り
、
こ
こ
だ
け
が
そ
う
で
あ
る

（
乃
獨
爾
乎11

）
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
仏
国
土
へ

の
称
讃
の
念
は
、
そ
の
菩
薩
の
時
代
、
す
な
わ
ち
本
願
の
選
択15

と
そ

の
成
就
に
対
し
て
も
ま
た
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

3
、
本
稿
の
展
望　

～
小
結
に
か
え
て
～

　

初
期
無
量
寿
経
（『
大
阿
』）
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
や
国

土
に
対
す
る
称
讃
は
第
四
願
成
就
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
称

讃
の
対
象
で
あ
る
徳
性
は
曇
摩
迦
に
於
け
る
所
願
の
原
型
な
り
、
あ

る
い
は
第
四
願
や
第
三
願
に
お
い
て
願
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

い
か
に
称
讃
す
る
か
は
、
じ
つ
は
称
讃
す
る
側
が
判
断
す
べ
き
問
題

で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
判
断
の
な
か
で
「
極
」
の
語

を
用
い
た
光
明
の
称
讃
は
極
楽
の
「
極
」
を
考
察
す
る
上
で
確
か
に

目
を
引
く
が
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
反
復
表
現
に
よ
る
称
讃
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
阿
弥
陀
経
に
は
羅
什
訳
の
「
極
樂
／
其
佛
／
彼

佛
國
土
成
就
如
是
功
徳
莊
嚴16

」、
梵
本
のʻ

evam

4rūpaih

4  
śāriputra buddhaks

4 etragun

4 avyūhaih

4  sam
alam

4kr

4 tam

4 
tadbuddhaks

4 etram
4ʼ

17　

と
い
っ
た
、
功
徳
も
し
く
はgun

4 a

を
含
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む
反
復
表
現
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
、
じ
つ
は
こ
れ
ら
の
フ

レ
ー
ズ
の
な
か
に
本
願
の
選
択
と
成
就
の
過
程
が
込
め
ら
れ
て
い
る

と
考
え
て
い
る
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ばsukhāvatī

の
訳
語
に

極
楽
と
「
極
」
を
用
い
る
の
は
称
讃
の
念
を
汲
み
取
っ
た
用
法
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
稿
を
改
め
論
じ
た
い
と
思

う
。

１　

藤
田
宏
達
『
浄
土
三
部
経
の
研
究
』（
岩
波
書
店　

二
〇
〇
七
）

三
五
一
頁

２　

浄
全
一
・
五
二
頁

３　

浄
全
一
・
五
二
頁

４　

藤
田
宏
達
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』（
岩
波
書
店　

一
九
七

〇
）
四
三
三
頁

５　

浄
全
別
巻
・
二
〇
二
頁

６　

浄
全
一
・
五
四
頁

７　

大
正
蔵
一
二
・
三
一
七
頁
上

８　
『
平
覚
』
に
「
十
七
我
作
佛
時
。
令
我
名
聞
八
方
上
下
無
數
佛

國
。
諸
佛
各
於
弟
子
衆
中
。
歎
我
功
徳
國
土
之
善
。
諸
天
人
民

蠕
動
之
類
聞
我
名
字
。
皆
悉
踊
躍
來
生
我
國
。
不
爾
者
我
不
作

佛
」（
大
正
蔵
一
二
・
二
八
一
頁
中
下
）
と
あ
り
、
無
量
清
浄

仏
の
功
徳
と
国
土
の
善
が
諸
仏
に
歎
じ
ら
れ
る
こ
と
が
願
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
第
十
七
願
と
『
大
阿
』
第
四
願
は
パ
ラ
レ
ル
で

あ
り
、
ま
た
そ
の
成
就
を
説
く
引
用
文
④
と
次
の
注
９
の
一
文

も
ま
た
パ
ラ
レ
ル
で
あ
り
、
仏
の
功
徳
と
そ
の
国
土
に
つ
い
て

の
「
説
」
は
「
嘆
」
に
対
応
し
、
称
讃
と
同
義
と
考
え
ら
れ
る
。

９　
「
佛
言
。
我
説
無
量
清
淨
佛
功
徳
國
土
快
善
。
晝
夜
一
劫
尚
復

未
竟
。
我
但
爲
若
曹
小
説
之
耳
。」（
大
正
蔵
一
二
・
二
九
九
頁

上
）
と
あ
る
。

11　

大
正
蔵
一
二
・
三
〇
一
頁
中

11　

注
８
参
照
。

11　

大
正
蔵
一
二
・
三
〇
〇
頁
下

11　

辛
島
静
志
「『
大
阿
弥
陀
経
』
訳
註
㈠
」（『
佛
教
大
学
総
合
研

究
所
紀
要
』
六
、
一
九
九
九
）

11　

大
正
蔵
一
二
・
三
〇
一
頁
上

15　

大
正
蔵
一
二
・
三
〇
一
頁
上

16　

大
正
蔵
一
二
・
三
〇
二
頁
中

17　

浄
全
一
・
一
三
頁

18　

大
正
蔵
一
二
・
三
〇
三
頁
上

19　

大
正
蔵
一
二
・
三
〇
二
頁
中

11　

辛
島
静
志
「『
大
阿
弥
陀
経
』
訳
註
㈡
」（『
佛
教
大
学
総
合
研
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究
所
紀
要
』
七
、
二
〇
〇
〇
）

11　

辛
島
静
志
「『
大
阿
弥
陀
経
』
訳
註
㈠
」（『
佛
教
大
学
総
合
研

究
所
紀
要
』
六
、
一
九
九
九
）

11　

大
正
蔵
一
二
・
三
〇
三
頁
中

11　

大
正
蔵
一
二
・
三
〇
八
頁
上

11　

辛
島
静
志
「『
大
阿
弥
陀
経
』
訳
註
㈤
」（『
佛
教
大
学
総
合
研

究
所
紀
要
』
一
一
、
二
〇
〇
四
）

15　

引
用
文
⑦
に
お
け
る
自
然
七
宝
、
無
極
自
軟
好
と
い
う
国
土
へ

の
願
い
は
『
大
阿
』
の
第
三
願
「
第
三
願
。
使
某
作
佛
時
。
令

我
國
土
。
自
然
七
寶
。
廣
縱
甚
大
曠
蕩
。
無
極
自
軟
好
。
所
居

舍
宅
。
被
服
飮
食
。
都
皆
自
然
。
皆
如
第
六
天
王
所
居
處
。
得

是
願
乃
作
佛
。
不
得
是
願
終
不
作
佛
」（
大
正
蔵
一
二
・
三
〇

一
頁
中
）
の
な
か
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

16　

浄
全
一
・
五
二
～
五
四
頁

17　

浄
全
別
巻
・
一
九
六
～
二
〇
二
頁
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戴
冠
仏
の
起
源

─
─『
華
厳
経
』
に
み
る
冠
─
─

西　

村　

実　

則

　

戴
冠
す
る
仏
・
菩
薩
に
つ
い
て
は
大
乗
や
小
乗
仏
教
圏
で
も
認
め

ら
れ
る
。
観
音
、
普
賢
あ
る
い
は
大
日
如
来
な
ど
を
は
じ
め
、
十
世

紀
頃
に
な
る
と
密
教
の
影
響
を
受
け
た
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
出
土
の

ブ
ッ
ダ
で
さ
え
戴
冠
し
た
姿
を
と
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
ア
ラ
カ
ン
所

在
）
の
ブ
ッ
ダ
も
戴
冠
の
み
な
ら
ず
王
の
衣
装
ま
で
ま
と
う
こ
と
が

み
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
仏
・
菩
薩
が
戴
冠
す
る
に
至
っ
た
理
由
と
し
て
、
一
、

ヒ
ン
ド
ウ
ー
教
の
神
の
み
な
ら
ず
世
俗
の
王
も
戴
冠
す
る
こ
と
、
二
、

ブ
ッ
ダ
は
王
子
の
頃
は
戴
冠
し
て
い
た
も
の
の
出
家
時
に
冠
を
捨
て

た
こ
と
は
多
く
の
伝
承
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ
の
王
子
を
部
派
仏
教
で

は
一
人
の
菩
薩
と
み
る
の
に
対
し
、
大
乗
に
な
る
と
修
行
者
す
べ
て

が
菩
薩
と
い
う
よ
う
に
拡
大
解
釈
さ
れ
、
大
乗
の
菩
薩
は
ブ
ッ
ダ
の

王
子
時
代
と
同
様
に
最
勝
無
比
つ
ま
り
華
麗
な
姿
を
と
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
。
三
、
ブ
ッ
ダ
に
は
誕
生
時
か
ら
入
滅
に
至
る
ま
で
転
輪

聖
王
の
イ
メ
ー
ジ
が
た
え
ず
投
影
さ
れ
続
け
た
こ
と
、
こ
の
三
つ
が

あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る）

1
（

。　　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

と
り
わ
け
『
華
厳
経
』
で
は
菩
薩
の
戴
冠
が
バ
ラ
モ
ン
教
の
神
々
、

転
輪
聖
王
そ
れ
に
声
聞
、
縁
覚
と
の
か
か
わ
り
で
説
か
れ
る
こ
と
が

み
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
点
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

戴
冠
の
様
相

　

戴
冠
す
る
仏
・
菩
薩
の
起
源
と
い
え
ば
、『
華
厳
経
』
と
い
え
よ

う
。
従
来
み
ら
れ
な
い
点
の
第
一
は
、
冠
の
名
の
つ
く
菩
薩
群
で
あ

る
。『
華
厳
経
』「
入
法
界
品
」
の
冒
頭
に
は
旛
、
蔵
、
髻
、
光
な
ど

の
名
の
つ
い
た
多
数
の
菩
薩
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
一
つ
に
冠
の
名
の

つ
く
一
群
が
あ
る
。
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ま
た
、
デ
ー
ヴ
ァ
・
ム
ク
タ
（
天
冠
）、
ダ
ル
マ
ダ
ー
ト
ゥ
プ

ラ
テ
ィ
バ
ー
サ
・
マ
ニ
・
ム
ク
タ
（
普
照
法
界
智
慧
冠
）、
ボ

ー
デ
ィ
マ
ン
ダ
・
ム
ク
タ
（
道
場
冠
）、
デ
ィ
グ
ヴ
ァ
イ
ロ
ー

チ
ャ
ナ
・
ム
ク
タ
（
普
照
十
方
冠
）、
サ
ル
ヴ
ァ
ブ
ッ
ダ
・
サ

ム
ブ
ー
タ
ガ
ル
バ
・
マ
ニ
・
ム
ク
タ
（
一
切
仏
蔵
冠
）、
サ
ル

ヴ
ァ
ロ
ー
カ
ダ
ー
ト
ゥ
ド
ガ
タ
・
ム
ク
タ
（
出
一
切
世
間
冠
）、

サ
マ
ン
タ
ヴ
ァ
イ
ロ
ー
チ
ャ
ナ
、
ム
ク
タ
（
普
照
冠
）、
ア
ナ

ビ
ブ
ー
タ
・
ム
ク
タ
（
不
可
壊
冠
）、
サ
ル
ヴ
ァ
タ
タ
ー
ガ

タ
・
シ
ン
ハ
ー
サ
ナ
・
サ
ム
プ
ラ
テ
ィ
シ
ュ
テ
ィ
タ
・
マ
ニ
・

ム
ク
タ
（
持
一
切
如
来
獅
子
座
冠
）、
サ
マ
ン
タ
ダ
ル
マ
ダ
ー

ト
ウ
・
ガ
ガ
ナ
プ
ラ
テ
イ
バ
ー
サ
・
ム
ク
タ
（
普
照
法
界
虚
空

冠
）
と
い
う
菩
薩
摩
訶
薩
で
あ
る
。（V

aidya, p, 2. 

梶
山
訳
、

上
、
二
一
頁
、
八
〇
巻
、
大
正
一
〇
、
三
一
九
上
）（
漢
訳
語

は
比
較
的
梵
本
と
合
う
八
十
巻
本
）　

　
『
華
厳
経
』
で
は
十
と
い
う
数
で
教
理
を
説
く
こ
と
が
多
い
が
、

こ
の
菩
薩
の
数
も
十
で
あ
る
。
こ
の
数
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
、
六

〇
巻
本
、
八
〇
巻
本
、
四
〇
巻
本
（「
入
法
界
品
」
の
み
）
の
い
ず

れ
で
あ
ろ
う
と
、
変
わ
り
は
な
い
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
菩
薩
名
に
す

ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
ま
で
冠
の
存
在
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

第
二
に
、
実
際
に
戴
冠
す
る
菩
薩
が
描
か
れ
る
。
菩
薩
自
身
が
戴
冠

す
る
例
と
し
て
「
盧
舎
那
品
」
に
、

種
種
の
宝
華
を
荘
厳
と
為
し
、
雑
種
の
宝
衣
、
珍
妙
の
輪
は
、

随
次
に
遍
く
一
切
地
に
布
き
、
菩
薩
の
天
冠
、
宝
の
瓔
珞
は
、

離
垢
荘
厳
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
、
妙
香
、
砕
宝
悉
く
充
満
し
、

光
明
は
衆
の
宝
華
を
も
っ
て
荘
厳
し
、
普
く
一
切
に
放
ち
て
十

方
に
満
ち
、
宝
華
は
普
く
一
切
地
に
覆
い
、
悉
く
能
く
仏
の
功

徳
を
長
養
せ
り
。（
六
〇
巻
、
大
正
九
、
四
一
三
上
中
）　　

と
あ
る
。「
如
来
相
海
品
」
に
も
、（
六
〇
巻
の
み
）

如
来
に
大
人
の
相
あ
り
、
普
現
如
来
雲
と
名
け
、
勝
妙
の
功
徳

蔵
と
、
菩
薩
の
功
徳
宝
の
天
冠
と
は
、
普
く
極
高
雲
を
照
し
、

離
垢
清
浄
に
し
て
、
普
く
十
方
無
量
の
諸
仏
の
自
在
神
力
を
現

じ
、
三
世
の
一
切
諸
仏
の
法
海
の
浄
行
を
開
示
し
、
道
場
の
菩

提
樹
下
に
坐
し
て
等
正
覚
を
成
ず
。（
六
〇
巻
、
六
〇
三
中
）

と
あ
る
。
後
者
の
く
だ
り
は
八
〇
巻
本
の
場
合
、
幾
分
異
な
る
が
、

如
来
の
右
手
に
復
大
人
の
相
あ
り
、
灯
焔
鬘
普
厳
浄
雲
と
名
け
、

毘
盧
遮
那
宝
を
以
て
荘
厳
と
為
し
、
大
光
明
を
放
ち
て
化
網
を

成
変
し
、
中
に
於
て
普
く
諸
の
菩
薩
衆
の
咸
く
宝
冠
を
戴
き
て

諸
の
行
海
を
演
ず
る
こ
と
を
現
ず
。（
八
〇
巻
、
二
五
四
中
）

と
あ
る
も
の
の
、
い
づ
れ
も
戴
冠
し
た
菩
薩
で
あ
る
点
に
変
わ
り
は



─ 185 ─

な
い
。
あ
る
い
は
「
入
法
界
品
」
に
も
、

西
方
に
不
可
説
の
仏
刹
微
塵
数
の
世
界
海
の
外
を
過
ぎ
て
世
界

 
有
り
、
摩
尼
宝
灯
須
弥
山
幢
と
名
け
、
仏
を
法
海
智
灯
と
号
す
。

彼
の
仏
の
衆
中
に
菩
薩
有
り
、
普
勝
無
上
威
徳
王
と
名
け
、
世

界
海
微
塵
数
の
菩
薩
と
倶
に
来
り
て
仏
の
所
に
向
い
、（
略
）

仏
の
所
に
至
り
己
り
て
仏
足
を
頂
礼
し
、
即
ち
西
方
に
於
て
一

切
の
香
王
楼
閣
を
化
作
し
、
真
珠
の
宝
網
を
其
の
上
に
弥
覆
し
、

及
び
帝
釈
影
幢
の
宝
蓮
華
蔵
獅
子
の
座
を
化
作
し
、
妙
色
の
摩

尼
の
網
羅
を
以
て
其
の
身
を
覆
い
、
心
王
の
宝
冠
を
以
て
其
の

首
を
厳
り
、
其
の
眷
属
と
与
に
結
跏
趺
坐
せ
り
。（
八
〇
巻
、

三
二
一
上
）

西
の
方
角
、
不
可
説
数
の
仏
国
土
の
微
塵
の
数
に
も
等
し
い
世

 
界
海
に
も
等
し
い
世
界
海
を
過
ぎ
た
所
に
あ
る
マ
ニ
ス
メ
ー

ル
・
ヴ
ァ
イ
ロ
ー
チ
ャ
ナ
ヴ
ァ
ジ
ャ
・
プ
ラ
デ
イ
ー
パ
ー
（
摩

尼
の
遍
照
す
る
須
弥
山
の
幢
の
灯
火
を
も
つ
も
の
）
と
い
う
世

界
の
ダ
ル
マ
ダ
ー
ト
ウ
・
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
プ
ラ
デ
イ
ー
パ
如
来

の
仏
国
土
か
ら
、
サ
マ
ン
タ
シ
ュ
リ
ー
・
サ
ム
ド
ガ
タ
ラ
ー
ジ

ャ
と
い
う
名
の
菩
薩
が
、
不
可
説
数
の
世
界
海
の
微
塵
の
数
に

も
等
し
い
菩
薩
た
ち
と
と
も
に
、
か
の
世
尊
の
許
し
を
得
て
、

そ
の
説
法
会
（
の
海
）
よ
り
出
で
立
っ
て
こ
の
娑
婆
世
界
に
近

づ
い
て
来
た
。（
略
）
随
行
（
の
菩
薩
た
ち
）
と
と
も
に
世
尊

に
礼
拝
し
て
、
西
の
方
角
に
お
い
て
、
一
切
の
香
王
を
体
と
し
、

真
珠
の
網
で
覆
わ
れ
た
諸
楼
閣
と
神
々
の
王
を
影
現
さ
せ
る
幢

と
い
う
摩
尼
宝
石
の
蓮
華
座
の
獅
氏
座
を
化
作
し
て
、
威
神
力

に
よ
っ
て
菩
薩
た
ち
の
身
体
を
金
と
摩
尼
王
で
覆
い
、
如
意
宝

王
の
冠
（m

ukut

4 a

）
を
つ
け
さ
せ
、
結
跏
趺
坐
し
て
座
っ
た
。

（
序
章
、
三
三
―
三
五
頁
、V

aidya, p.8

）

と
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。「
入
法
界
品
」
の
こ
の
く
だ
り
は
梵

本
、
八
〇
巻
本
、
四
〇
巻
本
に
「
冠
」
と
あ
る
が
、
し
か
し
六
〇
巻

本
で
は
「
髻
」（
六
七
八
上
）
と
あ
る
。
も
っ
と
も
六
〇
巻
本
で
も

西
方
で
な
く
東
北
の
方
角
に
お
け
る
菩
薩
は
「
冠
」
を
つ
け
る
と
あ

る
か
ら
、
い
ず
れ
の
版
本
で
も
戴
冠
し
た
菩
薩
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

第
三
に
、
冠
を
布
施
す
る
菩
薩
ま
で
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
第
一
例
は
「
金
剛
幢
菩
薩
廻
向
品
」
に
、
こ
う
あ
る
。

菩
薩
摩
訶
薩
、
潅
頂
の
大
王
と
為
り
、
威
力
自
在
に
し
て
、
天

 
冠
と
髻
中
の
明
珠
と
を
布
施
し
て
、
一
切
に
給
施
し
、
衆
生
を

摂
取
し
て
施
心
を
長
養
し
、
施
を
以
て
心
に
薫
じ
て
、
増
上
の

施
に
向
か
い
、
施
を
以
て
慧
を
修
し
、
施
し
て
捨
根
を
修
し
、

施
し
て
広
覚
を
修
す
。（
略
）
一
切
の
衆
生
を
し
て
、
皆
悉
く
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智
慧
の
天
冠
を
冠
冕
し
て
、
一
切
の
法
に
於
て
自
在
を
得
し
め

ん
。（
略
）
一
切
の
衆
生
を
し
て
、
十
力
の
冠
を
成
じ
て
、
以

て
其
の
頂
に
冠
む
り
、
智
慧
海
蔵
清
浄
に
具
足
せ
し
め
ん
。

（
略
）
是
は
為
菩
薩
摩
菩
薩
の
天
冠
の
明
珠
を
捨
つ
る
善
根
廻

向
に
し
て
、
一
切
の
衆
生
を
し
て
、
勝
妙
の
智
慧
を
皆
悉
く
清

浄
な
ら
し
め
、
浄
智
慧
の
摩
尼
宝
の
冠
を
得
し
む
る
な
り
。

（
六
〇
巻
、
五
〇
七
上
中
）

菩
薩
摩
訶
薩
は
潅
頂
を
受
く
る
自
在
の
王
位
と
、
摩
尼
の
宝
冠

 
と
及
び
髻
中
の
珠
と
を
以
て
、
普
く
衆
生
に
施
し
て
心
に
吝
惜

無
く
、
常
に
勤
め
て
修
習
し
て
大
施
主
と
為
り
、
施
慧
を
修
学

し
て
捨
根
を
増
長
し
、
智
慧
善
巧
に
、
其
の
心
広
大
に
し
て
一

切
に
給
施
し
、
彼
の
善
根
を
以
て
是
の
如
く
廻
向
す
、（
略
）

願
く
は
一
切
の
衆
生
は
智
慧
の
冠
を
以
て
其
の
首
を
荘
厳
し
、

一
切
法
の
自
在
の
王
と
為
ら
ん
。（
略
）
願
く
は
一
切
に
衆
生

は
首
に
十
力
荘
厳
の
冠
を
冠
り
、
智
慧
の
宝
海
を
清
浄
に
具
足

せ
ん
。（
略
）
是
を
菩
薩
摩
訶
薩
の
宝
冠
を
施
す
時
の
善
根
廻

向
と
為
す
。
衆
生
を
し
て
第
一
智
の
最
も
清
浄
な
る
処
の
智
慧

摩
尼
の
妙
宝
冠
を
得
し
め
ん
が
為
の
故
な
り
。（
八
〇
巻
、
一

四
三
中
）

　

こ
こ
で
い
う
「
潅
頂
の
大
王
」
は
理
想
的
帝
王
を
さ
し
、
も
し
菩

薩
が
そ
う
し
た
転
輪
聖
王
な
ら
ば
す
べ
て
を
布
施
す
る
と
い
う
も
の

で
、
そ
の
中
に
冠
が
あ
る
。
第
二
例
は
、
同
じ
「
金
剛
幢
菩
薩
廻
向

品
」
に
、

菩
薩
摩
菩
薩
は
復
た
是
の
念
を
作
さ
く
、
此
の
如
き
の
善
根
に

 
若
し
果
報
有
ら
ば
、
我
当
に
未
来
際
を
尽
し
て
菩
薩
の
行
を
行

ず
べ
し
。
衆
生
を
捨
て
ざ
る
が
故
に
、
大
捨
を
修
行
し
、
一
切

衆
生
に
廻
向
し
て
悉
く
余
り
有
る
こ
と
無
け
ん
と
。
無
数
の
世

界
に
珍
宝
を
充
満
せ
し
め
、（
略
）
無
数
の
世
界
に
雑
宝
を
以

て
荘
厳
せ
る
天
冠
を
充
満
せ
し
め
ん
。（
六
〇
巻
、
五
二
一
上
）

菩
薩
摩
訶
薩
は
復
是
の
念
を
作
さ
く
、
願
く
は
我
れ
此
の
善
根

 
の
果
報
を
以
て
尽
未
来
劫
に
菩
薩
の
行
を
修
し
て
悉
く
以
て
一

切
の
衆
生
に
恵
施
し
、
悉
く
以
て
一
切
の
衆
生
に
廻
向
し
て
普

遍
し
て
余
す
こ
と
無
け
ん
。
願
く
は
阿
僧
祇
の
世
界
の
珍
宝
を

充
満
し
、（
略
）
阿
僧
祇
の
世
界
の
種
種
に
荘
厳
せ
る
宝
冠
を

充
満
せ
し
め
ん
。（
八
〇
巻
、
一
五
七
中
）

と
あ
り
、
や
は
り
菩
薩
自
身
に
冠
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
布
施
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

『
華
厳
経
』
に
み
る
戴
冠
の
契
機

　

ま
ず
㊀
に
、
転
輪
聖
王
の
関
わ
り
で
説
か
れ
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
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「
入
法
界
品
」
に
、　　

譬
え
ば
、
転
輪
王
に
妙
天
冠
有
り
、
名
け
て
象
蔵
と
曰
う
、
彼

 
の
冠
を
洗
う
時
は
、
四
種
の
兵
衆
虚
空
に
遊
行
す
る
が
如
し
。

菩
提
心
の
冠
も
亦
復
た
是
の
如
く
、
諸
の
菩
薩
の
一
切
の
善
根

を
浄
め
、
三
有
を
遠
離
し
、
如
来
の
智
慧
は
無
為
の
境
界
の
虚

空
の
中
に
行
く
。（
六
〇
巻
、
七
七
九
下
）

転
輪
王
に
沈
香
の
宝
有
り
、
名
け
て
象
蔵
と
曰
い
、
若
し
此
の

 
香
を
焼
け
ば
王
の
四
種
の
兵
は
悉
く
虚
空
に
騰
る
が
如
く
、
菩

薩
摩
訶
薩
の
菩
提
心
の
香
も
亦
復
是
の
如
く
、
若
し
此
の
意
を

発
せ
ば
即
ち
菩
薩
の
一
切
善
根
を
し
て
永
く
三
界
を
出
で
て
如

来
智
の
無
為
の
空
中
に
行
か
し
む
。（
八
〇
巻
、
四
三
四
上
）

と
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
く
だ
り
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
で
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

た
と
え
ば
転
輪
聖
王
に
は
象
蔵
と
い
う
名
の
黒
い
沈
香
の
宝
石

が
あ
り
、
そ
の
香
が
た
か
れ
る
や
否
や
、
す
べ
て
の
王
の
四
種

の
軍
勢
は
空
中
に
浮
び
上
が
る
。
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う

に
、
一
切
知
者
性
へ
の
発
心
と
い
う
沈
香
で
薫
じ
ら
れ
た
菩
薩

の
（
す
べ
て
の
）
善
根
は
、
す
べ
て
の
三
界
を
超
出
し
、
無
為

の
す
べ
て
の
如
来
の
智
と
い
う
虚
空
の
境
界
の
果
て
に
至
る
。

（V
aidya. p.405, 

梶
山
、
下
、
三
八
〇
頁
）

　

こ
の
う
ち
「
冠
」
と
す
る
の
は
六
十
巻
本
の
み
で
梵
本
、
八
〇
巻

本
、
四
〇
巻
本
（
大
正
蔵
十
、
八
三
〇
上
）
の
い
ず
れ
も
「
香
」
と

あ
る
。
し
か
し
最
も
古
い
六
〇
巻
本
の
原
本
に
は
た
し
か
に
「
冠
」

と
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
転
輪
聖
王
は
む
ろ
ん
王
ゆ
え
に
、
戴
冠
に

異
論
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

第
㊁
に
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
神
々
と
り
わ
け
帝
釈
天
と
菩
薩
と
の
関

わ
り
が
み
ら
れ
る
。

譬
え
ば
帝
釈
の
摩
尼
宝
有
り
て
其
の
身
に
瓔
珞
せ
ば
、
天
中
に

 
於
て
尊
き
が
如
し
。
菩
薩
摩
訶
薩
も
亦
復
た
是
の
如
く
、
菩
提

心
の
宝
の
瓔
珞
を
著
く
る
者
は
、
悉
く
一
切
の
三
界
に
於
て
尊

し
。（
六
〇
巻
、
七
七
七
中
）

譬
え
ば
帝
釈
は
摩
尼
の
冠
を
著
け
て
一
切
諸
余
の
天
衆
を
映
蔽

 
す
る
が
如
し
、
菩
薩
摩
訶
薩
も
亦
復
た
是
の
如
く
、
菩
提
心
の

大
願
の
宝
冠
を
著
け
て
一
切
の
三
界
の
衆
生
に
超
越
す
。（
八

〇
巻
、
四
三
一
中
）　

善
男
子
よ
、
た
と
え
ば
シ
ャ
ク
ラ
（
帝
釈
天
）
に
つ
け
ら
れ
る

 
と
い
う
名
の
摩
尼
宝
石
を
つ
け
た
神
々
の
王
シ
ャ
ク
ラ
（
帝
釈

天
）
は
、
す
べ
て
の
神
の
群
れ
を
圧
倒
す
る
。
ま
っ
た
く
そ
れ

と
同
じ
よ
う
に
、
一
切
知
者
性
へ
の
心
で
あ
る
シ
ャ
ク
ラ
に
つ

け
ら
れ
る
と
い
う
大
摩
尼
宝
石
王
の
つ
い
た
誓
願
の
宝
冠
を
つ
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け
た
菩
薩
は
三
界
を
す
べ
て
圧
倒
す
る
。（V

aidya, p.399,

梶

山
、
下
、
三
六
七
頁
）

　

な
お
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
、
八
〇
巻
本
、
四
〇
巻
本
の
い
ず
れ
に

も
「
冠
」（
八
二
七
、
上
中
）
と
あ
る
も
の
の
、
六
〇
巻
本
だ
け
は

「
瓔
珞
」
と
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
は
帝
釈
天
の
戴
冠
（
瓔
珞
）

は
、
菩
薩
の
場
合
菩
提
心
と
い
う
冠
（
瓔
珞
）
に
相
当
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
他
化
自
在
天
と
の
関
わ
り
も
認
め
ら
れ
る
。

譬
え
ば
他
化
自
在
天
の
、
閻
浮
檀
金
の
自
然
の
天
冠
を
冠
む
れ

 
ば
、
欲
界
諸
天
の
壊
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
な
る
が
如
し
。
菩

薩
摩
訶
薩
も
亦
復
た
是
の
如
く
、
菩
提
心
の
大
願
の
天
冠
を
冠

む
れ
ば
、
声
聞
縁
覚
の
壊
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
な
り
。（
六

〇
巻
、
七
七
八
下
）

譬
え
ば
他
化
自
在
天
は
閻
浮
檀
の
真
金
の
天
冠
を
冠
と
し
、
欲

 
界
の
天
子
の
諸
の
荘
厳
具
は
皆
及
ぶ
こ
と
能
は
ざ
る
が
如
く
、

菩
薩
摩
訶
薩
も
亦
復
是
の
如
く
、
菩
提
心
の
大
願
の
天
冠
を
冠

む
れ
ば
一
切
の
凡
夫
二
乗
の
功
徳
は
皆
及
ぶ
こ
と
能
は
ず
。

（
八
〇
巻
、
四
三
二
下
）

た
と
え
ば
（
他
化
）
自
在
天
の
神
々
の
王
の
額
に
つ
け
ら
れ
た

 
天
上
の
ジ
ャ
ン
ブ
河
産
の
黄
金
の
飾
り
は
、
す
べ
て
欲
界
の
天

子
た
ち
も
奪
い
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同

じ
よ
う
に
、
不
退
転
の
菩
薩
た
ち
の
大
誓
願
の
額
に
つ
け
ら
れ
、

修
行
の
功
徳
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
一
切
知
者
性
へ
の
発
心
と

い
う
天
上
の
ジ
ャ
ン
ブ
河
産
の
黄
金
の
飾
り
は
、
あ
ら
ゆ
る
凡

夫
や
有
学
（
の
聖
者
）
や
無
学
（
の
阿
羅
漢
）
や
独
覚
も
奪
い

取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（V

aidya, p.402, 

梶
山
、
下
、
三
七

三
頁
、）

　

対
応
す
る
四
〇
巻
本
で
も
「
天
冠
」（
八
二
八
、
中
下
）
と
あ
り
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
だ
け
に
「
黄
金
の
飾
り
」

（suvarn

4 ālam

4 kāra

）
と
あ
っ
て
異
な
り
が
あ
る
も
の
の
、
他
化
自

在
天
の
冠
は
菩
薩
で
い
え
ば
菩
提
心
と
い
う
冠
（
黄
金
の
飾
り
）
に

当
た
る
と
い
う
。

　

こ
こ
で
は
い
ず
れ
も
菩
薩
の
菩
提
心
が
帝
釈
天
，
他
化
自
在
天
の

冠
と
呼
応
し
た
形
で
示
さ
れ
る
。
な
お
生
天
後
、
戴
冠
可
能
と
み
る

こ
と
は
『
増
一
阿
含
経
』
に
、

布
施
は
天
身
を
成
じ
、
首こ
う
べに
雑
宝
冠
を
著
く
、
諸
の
妓
女
と
与

に
遊
ぶ
は
、
本
施
の
果
報
な
り
（
大
正
二
、
五
六
四
中
）。

と
あ
る
し
、『
法
華
経
』「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
」（Saddhp, 478. 

大

正
九
、
六
一
下
）
に
も
、
こ
の
経
を
書
写
し
生
天
す
れ
ば
天
人
と
な

っ
て
太
鼓
の
よ
う
な
冠
を
か
ぶ
る
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
。
こ
れ
に
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反
し
、『
華
厳
経
』
で
は
現
世
と
す
る
点
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
他
化
自
在
天
の
く
だ
り
で
は
菩
薩
の
戴
冠
は
、
声
聞
、

縁
覚
と
い
う
伝
統
的
修
行
者
や
凡
夫
に
は
な
し
難
い
も
の
と
強
調
さ

れ
て
い
る
。
装
身
具
一
般
に
関
し
て
菩
薩
が
従
来
の
声
聞
、
縁
覚
、

あ
る
い
は
凡
夫
よ
り
以
上
に
華
美
な
も
の
を
身
に
着
け
る
と
い
う
考

え
方
は
、
ブ
ッ
ダ
の
王
子
時
代
の
姿
が
背
後
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
先
に
指
摘
し
た
戴
冠
理
由
の
三
つ

す
べ
て
が
『
華
厳
経
』
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

製
作
開
始
の
年
代

　

戴
冠
す
る
仏
・
菩
薩
に
初
め
て
言
及
す
る
仏
典
が
『
華
厳
経
』
で

あ
る
以
上
、
戴
冠
仏
の
製
作
あ
る
い
は
そ
の
絵
画
化
は
そ
れ
以
後
と

考
え
ら
れ
る
。
梶
山
氏
は
『
華
厳
経
』
全
体
の
成
立
を
四
世
紀
中
葉

以
前
、「
入
法
界
品
」
に
限
っ
て
い
え
ば
世
紀
二
百
年
頃
で
あ
ろ
う

と
す
る
（
上
、
四
四
一
―
四
五
二
頁
、
も
っ
と
も
「
入
法
界
品
」
と

い
え
ど
も
四
世
紀
頃
と
す
る
見
解
〔
木
村
清
孝
『
中
国
華
厳
思
想

史
』〕
も
あ
る
）。
そ
れ
ゆ
え
戴
冠
し
た
仏
・
菩
薩
像
、
図
像
の
成
立

は
『
華
厳
経
』「
入
法
界
品
」
の
成
立
を
早
く
み
て
三
世
紀
頃
と
す

れ
ば
、
そ
れ
以
後
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

注
（
1
）
拙
稿
「
観
音
の
冠
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
五
号
、

平
成
二
十
二
年
）、
一
︱
一
四
頁
参
照
。
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法
然
上
人
「
選
択
」
思
想
成
立
の
背
景

林　

田　

康　

順

一
、
は
じ
め
に
―
本
稿
の
視
座
―

　

法
然
上
人
（
以
下
、
祖
師
の
尊
称
略
）
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
た
だ
一
師
に
偏
に
帰
依
す
る
こ
と
を
明
か
し

た
。
現
在
ま
で
に
筆
者
は
、
種
々
の
拙
稿
に
お
い
て
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
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
種
々
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る（
２
）。

　

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

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
（
以

下
、
平
等
覚
経
）』
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
を
、
法
然
自

身
の
思
想
形
成
の
最
中
、
宋
か
ら
伝
来
し
、
念
仏
多
善
根
説
や
善
導

弥
陀
化
身
説
の
直
接
的
典
拠
と
な
っ
た
在
家
居
士
・
王
日
休
撰
『
龍

舒
浄
土
文
（
以
下
、
浄
土
文
）』
に
求
め
つ
つ
、「
選
択
」
思
想
成
立

の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

二
、「
同
本
異
訳
」
へ
の
注
目	

	
	

	

―
『
龍
舒
浄
土
文
』
所
説
「
四
者
ハ
本
一
経
為
リ
」
―

　

法
然
は
、『
逆
修
説
法
』
二
七
日
に
お
い
て
、
突
如
、『
大
阿
弥
陀

経
』
に
説
か
れ
る
「
選
択
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
初
出
し
、
三
七
日
・

五
七
日
に
お
い
て
選
択
思
想
を
展
開
さ
れ
る
な
ど
、
都
合
三
箇
所
、

四
度
に
わ
た
っ
て
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
言
及
し
「
選
択
即
摂
取
」
と



─ 191 ─

結
論
づ
け
て
い
る
。
諸
願
の
説
明
に
お
い
て
も
「
選
択
」
は
も
と
よ

り
「
選
定
・
選
取
・
選
捨
」
と
い
っ
た
語
の
使
用
が
大
変
多
く
見
ら

れ
る
。
ち
な
み
に
『
選
択
集
』
で
は
、『
大
阿
弥
陀
経
』
へ
の
言
及

は
、
第
三
章
に
お
い
て
二
度
、
冷
静
な
指
摘
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
、『
逆
修
説
法
』
三
七
日
・
五
七
日
に
お
い
て
法
然
は
、『
大
阿

弥
陀
経
』
の
こ
と
を
『
無
量
寿
経
』
と
「
同
本
異
訳
」
と
言
及
し
て

い
る
。
一
切
経
を
五
遍
読
ま
れ
た
法
然
を
し
て
、『
逆
修
説
法
』
初

七
日
か
ら
二
七
日
の
間
に
、
改
め
て
『
大
阿
弥
陀
経
』
を
精
読
さ
せ

た
契
機
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
列
祖
に
よ

る
「
選
択
即
摂
取
」
を
め
ぐ
る
諸
論
を
振
り
返
り
た
い
。
ま
ず
は
、

聖
光
撰
『
徹
選
択
集
』
上
の
記
述
で
あ
る
。

問フ
、
聖
教
之
中ニ
、
以テ
二

彌
陀ノ

本
願ヲ
一、
名コ
ト二

選
擇ト
一、
有リ
ヤ二

其ノ

證
據
一

耶
。
答フ

龍
樹
菩
薩ノ

言ク
、
共ニ

觀シ
テ二

十
方
清
淨
世
界ヲ
一、
而
自ラ

莊
二

嚴ス

其ノ
國ヲ
一。
如シ
ト下
阿
彌
陀
佛
先
世ノ
時
、
作ル
二
法
藏
比
丘ト
一、
佛
將
導シ
テ

 

遍ク

至リ
二

十
方ニ
一、
示シ
テ二

清
淨ノ

國ヲ
一、
令ル
カ中

選
二

擇シ
テ

 

淨
妙
之
國ヲ
一、
以テ

自ラ

莊
中

嚴セ

其ノ

國ヲ
上。［
已
上
］
弟
子
某
甲
、
然
師
入
滅ノ

之
後
、
自ラ

検ヘ
二

得タ
リ

 

此ノ

文ヲ
一。
上
人
之
料
簡
、
符
二

合ス

菩
薩
之
聖
教ニ
一。
彌イ
ヨ

 

以テ

流シ
二

隨
喜ノ
之
涙ヲ
一、
倍マ
ス

 

以テ
致ス
二
渇
仰ノ
之
誠ヲ
一。

龍
樹
大
士
既ニ
、
云ヘ
リ丁

阿
彌
陀
佛
先
世ノ

之
時
、
作ル
ト
キ

二 

法
藏
比
丘ト
一、

令ト
丙

選
二

擇シ
テ

 

淨
妙ノ

之
國ヲ
一、
以テ

自ラ

莊
乙

嚴セ

其ノ

國ヲ
甲。
以テ

知ヌ

四
十
八
願

皆
是レ
選
擇
本
願ト
イ
フ
コ
ト
ヲ

　
　

 

也（
３
）。

　

ま
た
、
良
忠
撰
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』
二
に
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
説

示
が
あ
る
。

問フ
、
四
十
八
願ヲ
名タ
マ
フ

二 

選
擇ノ
願ト
一
證
據
如
何
。
答フ
、
此ニ
有
二
二
證
一。

一ニ

大
阿
彌
陀
經
［
如シ
二

集ノ

所
引ノ
一
］、
二ニ

智
度
論ニ

云ク
、
觀テ
二

十
方

清
淨ノ

世
界ヲ
一、
而
自ラ
莊
二
嚴ス
ル
ハ

　

其ノ
國ヲ
一、
如シ
二
阿
彌
陀
佛ノ
一。
先
世ノ
時
、

作ル
二

法
藏
比
丘ト
一。
佛
、
將
導シ
テ

 

遍ク

至テ
二

十
方ニ
一、
示シ
二

清
淨ノ

國ヲ
一、
令メ

レ
選
二
擇セ
淨
妙ノ
之
國ヲ
一、
以テ
自ラ
莊
二
嚴セ
シ
ム

 　

其ノ
國ヲ
一。［
已
上
］
前ハ
是レ
祖
師ノ

勘
文
、
後ハ

即チ

先
師ノ

所ナ
リレ

勘
ル

也
。
先
師ノ

云ク
、
然
師
入
滅ノ

之
後
、

弟
子
自ラ
勘
二
得タ
リ

 

此ノ
文ヲ
一。
上
人ノ
料
簡
、
符
二
合セ
リ

 

龍
樹ノ
聖
意ニ
一。
彌イ
ヨ、

信シ
テ二
所
解ノ
之
深キ
ヲ一、
以テ
致ス
二
渇
仰ノ
之
誠ヲ
一
耳（
４
）。

　

こ
こ
で
聖
光
や
良
忠
は
、『
大
智
度
論
』
三
八
の
次
の
箇
所
を
引

用
し
て
い
る
。

觀シ
テ二
十
方
清
淨ノ
世
界ヲ
一、
而
自ラ
莊
二
嚴ス
其ノ
國ヲ
一。
如シ
下
阿
彌
陀
佛ノ
先
世ノ

時
作ル
二
法
藏
比
丘ト
一、
佛
將
導シ
テ、
遍ク
至テ
二
十
方ニ
一、
示シ
テ二
清
淨ノ
國ヲ
一、
令メ

レ
選
二
擇セ
淨
妙ノ
之
國ヲ
一、
以テ
自ラ
莊
中
嚴セ
シ
カ

　

其ノ
國ヲ（
５
）

上。

　

即
ち
、
阿
弥
陀
仏
が
「
浄
妙
ノ
国
ヲ
選
択
シ
テ
」
自
ら
の
浄
土
を

荘
厳
さ
れ
た
の
だ
と
「
選
択
」
の
用
例
を
提
示
し
、
法
然
の
『
選
択

集
』
と
龍
樹
の
『
大
智
度
論
』
の
聖
意
が
い
み
じ
く
も
符
号
し
た
事

実
に
万
感
の
思
い
を
込
め
て
讃
歎
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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次
に
、
こ
う
し
た
所
説
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
妙
瑞
の
『
徹
選
択
集

私
志
記
』
上
の
記
述
で
あ
る
。

選
擇
淨
妙
之
國　

本
集
上
［
十
九
丁
］
及
［
二
十
丁
］
對
下
映シ
テ

大
阿
彌
陀
經ノ

選
擇ト

與ト
ヲ中

大
經ノ

攝
取
上

云ク
、
選
擇ト

與
二

攝
取
一
、
其ノ

言
雖
レ

異ト
、
其ノ

意
是レ

同シ
。［
已
上
］
或カ

云ク
、
今
按ス
ル
ニ

　

大
論
三
十

八ニ
［
二
十
八
丁
］
云ク
、
選
二
擇シ
淨
妙
之
國ヲ
一、
以テ
自ラ
莊
二
嚴ス
ト

 

其
國
一。

又
同
三
十
九ニ
［
九
丁
］
經ニ
、
云コ
ト
ヲ

下 

觀
二
採シ
テ

 

十
方
淨
妙
國ノ
相ヲ
一、
以テ

自ラ
起ス
ト中

殊
勝
世
界ヲ
上。
乃チ
論ニ
釋シ
テ

 
云フ
下
到テ
二
十
方
佛
國ニ
一、
取ト
中
清
淨
世

界ノ
相ヲ
上。
今
、
對
二
映ス
ル
ハ

　

此ノ
両
所ノ
文ヲ
、［
八ﾏ
ﾏ

卷ノ
文ニ
ハ、

云ヒ
二
選
擇ト
一。
此ノ

二ﾏ
ﾏ

十
九ノ
卷ノ
文ニ
ハ、

云フ
レ
取ト
。
之ハ
是レ
攝
取ノ
之
略
言
也
。］
選
擇ト
與
二
攝

取
一

言
異ニ

意
同シ

也
。
是ニ

知ヌ
、
上
人ノ

料
簡
、
符
二

号ス
ル
コ
ト

　

 

菩
薩ノ

聖

教ニ
一、
恰モ
如ナ
ル二
函
蓋ノ
一
者
也（
６
）。

　

こ
こ
で
妙
瑞
は
、『
徹
選
択
集
』
や
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』
に
指

摘
さ
れ
る
『
大
智
度
論
』
三
八
の
典
拠
に
加
え
、『
同
』
三
九
の
次

の
箇
所
を
提
示
し
て
い
る
。

【
經
】
舍
利
弗ヨ
、
有リ
二
菩
薩
摩
訶
薩
一。
行シ
シ二
六
波
羅
蜜ヲ
一
時
、
變シ
二

身ヲ
如ク
一レ
佛ノ
、
遍ク
至リ
二
十
方ノ
如
恒
河
沙
等ノ
諸
佛ノ
世
界ニ
一、
爲ニ
二
衆
生
一

説
法シ
テ、

亦
供
二
養シ
諸
佛ニ
一、
及ヒ
淨メ
二
佛ノ
世
界ヲ
一、
聞キ
二
諸
佛ノ
説
法ヲ
一、
觀
二

採シ
テ

 

十
方
淨
妙ノ

國
土ノ

相ヲ
一、
而
已ニ

自ラ

起ス
二

殊
勝ノ

世
界ヲ
一。
其ノ

中ノ

菩
薩

摩
訶
薩ハ
皆
是レ
一
生
補
處ナ
リ。

【
論
】
釋シ
テ

 

曰ク
、
是ノ

菩
薩ハ

遍ク

爲ニ
二

六
道ノ
一

説キ
レ

法ヲ
、
以テ
二

佛
身ヲ
一

爲ニ
二

十
方
衆
生ノ
一

説キ
レ

法ヲ
。
若シ

衆
生
、
聞ハ
二

弟
子ノ

教ヲ
一

者
、
不
レ

能ハ
二

信

受ス
ル
コ
ト

一、  

若シ
聞ハ
二
佛
獨
尊
自
在
者ノ
説
法ヲ
一、
信
二
受ス
其ノ
語ヲ
一。
是ノ
菩
薩
二

事
因
縁ノ

故ニ

供
二

養シ

諸
佛ヲ
一、
莊
二

嚴ス

世
界ヲ
一。
聞キ
二

莊
嚴
世
界ノ

法ヲ
一、

到リ
二
十
方
佛
國ニ
一
取ル
二
清
淨
世
界ノ
相ヲ
一、
行
業
因
縁
轉タ
復タ
殊
勝ナ
リ、

光

明
亦
多シ
。
）
（
（

　

つ
ま
り
、
妙
瑞
は
『
大
智
度
論
』
三
八
の
「
浄
妙
ノ
国
ヲ
選
択
シ

テ
」
と
『
同
』
三
九
の
「
清
浄
世
界
ノ
相
ヲ
取
リ
」
と
を
対
照
し
、

そ
の
使
用
法
の
類
似
性
か
ら
法
然
の
「
選
択
即
摂
取
」
の
結
論
を
追

認
し
、
や
は
り
、
法
然
と
龍
樹
の
所
説
が
符
号
し
て
い
る
こ
と
を

「
函
蓋
ノ
如
シ
」
と
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
『
大
智
度

論
』
に
お
い
て
、
菩
薩
に
よ
る
選
び
取
り
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
選

択
」
と
「
取
」
の
意
味
合
い
の
類
似
性
か
ら
「
選
択
即
摂
取
」
の
論

証
を
提
示
さ
れ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
慧
眼
で
あ
り
、
大
い
に
拝
聴
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
指
摘
だ
け
で
は
、
な
ぜ

法
然
が
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
注
目
し
た
の
か
ま
で
は
伺
い
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

　

次
に
、
香
月
院
深
励
（
～
文
化
一
四
［
一
八
一
七
］
年
）
の
『
選

択
集
講
義
』
三
の
記
述
で
あ
る
。

ソ
コ
デ
選
択
ト
摂
取
ト
意
ガ
同
ジ
イ
ト
ナ
リ
。
此
例
証
ハ
雑
心
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論
四
［
四
右
］
五
見
ノ
中
ノ
見
取
見
ト
。
戒
禁
取
見
ト
。
コ
ノ

取
ノ
字
ニ
。
梵
語
ニ
ハ
選
択
ノ
義
ガ
ア
ル
ト
細
註
ニ
ア
リ
。
是

カ
ラ
ミ
レ
バ
。
コ
コ
ノ
選
択
摂
取
。
梵
語
ハ
一
ツ
デ
。
翻
訳
者

ニ
因
テ
。
或
ハ
選
択
ト
翻
ジ
。
或
ハ
摂
取
ト
翻
ズ
ル
ナ
リ
。
然

レ
バ
其
言
異
ナ
レ
ド
モ
。
意
ハ
同
ジ
コ
ト
ナ
リ（
８
）。

　

ま
た
、
ほ
ぼ
同
じ
指
摘
を
雲
華
院
大
含
（
～
嘉
永
三
［
一
八
五

〇
］
年
）
も
『
選
択
集
真
宗
義
』
五
で
施
し
て
い
る
。

選
択
ト
摂
取
ト
ソ
ノ
意
惟
同
ジ
ト
イ
フ
。
コ
ノ
例
証
ヲ
イ
ハ
バ
。

雑
心
論
四
［
四
丁
］
五
見
ノ
中
ノ
見
取
見
・
戒
禁
取
見
ノ
取
字

ハ
。
ト
ル
ト
イ
フ
字
ナ
レ
ド
モ
。
梵
語
デ
モ
選
択
ノ
義
ガ
ア
ル

ト
釈
シ
テ
ア
リ
。
爾
レ
ハ
今
選
択
摂
取
モ
。
梵
語
デ
ハ
一
ツ
ナ

ル
ヲ
。
訳
ス
ル
ト
キ
ソ
ノ
人
ニ
ヨ
リ
テ
言
ノ
カ
ハ
ル
コ
ト
ニ
テ
。

ソ
ノ
意
ハ
同
ジ
コ
ト
ト
ノ
タ
マ
フ
ナ
リ（
９
）。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
両
氏
が
「
選
択
即
摂
取
」
の
例
証
と
し
て
指
摘

し
て
い
る
『
雑
心
論
』
と
は
、
法
救
造
・
伽
跋
摩
等
訳
『
雑
阿
毘
曇

心
論
』
で
、
そ
の
巻
四
の
「
五
見
」
を
解
し
た
割
注
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。二

取ト
ハ、

梵
音ノ
中ニ
亦
、
可ク
レ
言フ
レ
摩ト
、
亦
、
可シ
レ
言フ
レ
此ト
。
並ニ
、
有
二

竊
取ノ
義
・
選
擇ノ
義
一。
雖
二
實ニ
ハ

 

與
レ
理
乖ト
一、
而
意ハ
存シ
求ル
カレ
宗ヲ
故ニ
、
言ヒ
二

選
擇ト
一、
所
受
非
道ナ
ル
カ

　

故ニ
、
言フ
二
竊
取ト
一。

）
10
（

　

な
る
ほ
ど
、
両
氏
が
提
示
さ
れ
た
梵
語
か
ら
導
か
れ
た
「
選
択
」

と
「
竊
取
（
摂
取
）」
の
共
通
性
は
、
ま
こ
と
に
傾
聴
す
べ
き
指
摘

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
法
然
が
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
注
目

し
た
由
縁
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
、
な
ぜ
法
然
が
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
注
目
さ
れ
た
の
か
に
つ

い
て
、
列
祖
・
先
学
に
よ
る
諸
説
を
垣
間
見
た
が
、
そ
れ
ら
は
諸
典

籍
に
お
け
る
「
選
択
」
と
「
摂
取
」
の
意
味
合
い
や
用
法
の
類
似
性

を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、『
逆
修
説
法
』
説
示
時
点
に
お
い

て
、
何
が
法
然
を
し
て
『
無
量
寿
経
』
の
異
本
に
注
目
せ
し
め
た
の

か
に
つ
い
て
の
回
答
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
疑
問
に
つ
い
て
筆

者
は
、
次
の
よ
う
な
一
つ
の
想
定
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
然

が
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
注
目
し
、「
選
択
」
と
「
摂
取
」
の
関
係
性

に
つ
い
て
深
く
考
察
す
る
に
至
っ
た
契
機
こ
そ
、『
浄
土
文
』
二

「
浄
土
惣
要
序
文
」
の
次
の
一
節
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

大
藏
之
中ニ
、
有リ
二

無
量
清
淨
平
等
覺
經
・
阿
彌
陀
過
度
人
道

經
・
無
量
壽
經
・
無
量
壽
莊
嚴
經
一。
四
者
本
爲リ
二
一
經
一。
譯
者

不
同ナ
ル
カ

　

故ニ

有リ
二

四ノ

名
一。
其ノ

舛
訛
甚タ

多シ
。
予
久ク

已ニ

校
正シ
テ。

亦
刊シ
テ

レ
板ヲ
以テ
行ス
。
今
按シ
二
此
經
及
餘
經
傳ヲ
一、
爲ス
二
淨
土
總
要ト
一。

）
11
（

　

こ
こ
で
王
日
休
は
、『
無
量
寿
経
』
と
そ
の
異
訳
で
あ
る
『
無
量
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清
浄
平
等
覚
経
』『
阿
弥
陀
過
度
人
道
経
』『
無
量
寿
荘
厳
経
』
を
含

め
都
合
四
種
の
経
典
を
自
身
で
編
集
し
、
新
た
に
王
日
休
編
『
大
阿

弥
陀
経
（
以
下
、
王
氏
校
合
本
）』
を
新
纂
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』
と
『
阿
弥
陀
過
度
人

道
経
』
と
は
、
正
に
法
然
が
「
選
択
」
の
語
の
典
拠
と
さ
れ
た
『
平

等
覚
経
』
と
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
他
な
ら
な
い
。
王
日
休
は
こ
う
し

た
経
典
を
「
四
者
ハ
本
一
経
為
リ
」
と
述
べ
、
四
種
の
異
訳
本
を

「
舛
訛
ガ
甚
ダ
多
イ
」
の
で
校
合
し
た
と
述
べ
て
い
る
。『
逆
修
説

法
』
三
七
日
の
説
示
に
お
い
て
法
然
は
、『
無
量
寿
経
』
を
「
浄
土

三
部
経
」
の
「
根
本
」
で
あ
る
と
重
要
視
し
て
お
り
、『
浄
土
文
』

を
閲
読
し
た
法
然
が
、
こ
の
一
節
に
注
目
し
な
い
筈
は
な
く
、
自
身

で
手
を
尽
く
し
て
『
王
氏
校
合
本
』
を
捜
し
求
め
、
そ
れ
が
叶
わ
な

け
れ
ば
、
四
経
典
（
あ
る
い
は
『
大
宝
積
経
』「
無
量
寿
如
来
会
」

も
併
せ
て
五
経
典
）
の
校
合
作
業
を
自
ら
進
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
な
る
ほ
ど
、『
浄
土
文
』
に
説
か
れ
る
浄
土
教

思
想
は
、
法
然
の
そ
れ
と
は
一
線
を
画
す
面
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
し
か
し
、『
逆
修
説
法
』
や
『
選
択
集
』
に
お
い
て
法
然
が
、

念
仏
多
善
根
説
や
善
導
弥
陀
化
身
説
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た

最
大
の
典
拠
も
ま
た
『
浄
土
文
』
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
念
仏

一
行
の
勧
進
に
あ
た
り
、
釈
尊
を
主
格
と
し
た
「
一
向
」
と
い
う
理

論
と
は
異
な
る
、
新
た
な
本
願
念
仏
教
化
の
方
策
を
模
索
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
法
然
に
と
っ
て
、
多
大
な
思
想
的
影
響
を
受
け
た
『
浄
土

文
』
の
撰
者
で
あ
る
王
日
休
が
述
べ
ら
れ
た
「
四
者
ハ
本
一
経
為

リ
」
と
い
う
一
節
に
敏
感
に
反
応
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
む
し
ろ

必
然
の
流
れ
と
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
、『
無
量
寿
経
』
異
本
校
合
の
先
例	

	
	

　

―
王
日
休
編
『
大
阿
弥
陀
経
』
所
説
の
「
選
択
・
摂
取
」
―

　

次
に
、『
無
量
寿
経
』
異
本
校
合
の
先
例
、
就
中
、「
選
択
」
と

「
摂
取
」
を
め
ぐ
る
用
例
の
先
例
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
周
知
の

よ
う
に
、
現
在
の
仏
教
学
の
研
究
水
準
で
は
、『
大
阿
弥
陀
経
』
と

『
平
等
覚
経
』
は
初
期
無
量
寿
経
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
中
期
成
立
の

『
無
量
寿
経
』
と
は
、
固
有
名
詞
の
相
違
や
本
願
の
数
な
ど
、
か
な

り
の
隔
た
り
が
あ
り
、「
選
択
」
と
「
摂
取
」
が
説
か
れ
る
科
段
に

相
違
が
見
ら
れ
る
な
ど）
12
（

、『
大
阿
弥
陀
経
』『
平
等
覚
経
』
と
『
無
量

寿
経
』
の
校
訂
作
業
か
ら
は
、「
選
択
」
と
「
摂
取
」
を
直
接
的
に

結
び
つ
け
る
の
は
躊
躇
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
前
節
に
示
し
た
聖

光
等
に
よ
る
一
連
の
指
摘
も
、
こ
う
し
た
疑
問
を
正
面
か
ら
取
り
上

げ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
今
、
こ
の
疑
問
に
対
す
る
先
例
を
推
測
す
る
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と
、『
王
氏
校
合
本
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
無
量
寿
経
』
と
そ
の
三
種

の
異
訳
経
典
を
編
集
し
た
『
王
氏
校
合
本
』
は
、
紹
興
三
〇
年
（
一

一
六
二
）
に
そ
の
作
業
を
終
え
て
お
り
、
乾
道
九
年
（
一
一
七
三
）

に
成
立
し
た
『
浄
土
文
』
選
述
以
前
の
も
の
で
、
語
句
の
表
現
方
法
、

本
願
の
数
等
は
『
無
量
寿
経
』
に
近
い
も
の
の
、
阿
闍
世
太
子
の
逸

話
を
載
せ
る
等
、
初
期
無
量
寿
経
の
影
響
も
見
逃
せ
な
い
。
は
た
し

て
法
然
は
、
こ
の
『
王
氏
校
合
本
』
を
閲
読
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ

し
て
、『
王
氏
校
合
本
』
に
は
「
選
択
」
と
「
摂
取
」
が
ど
の
よ
う

に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

前
者
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、『
王
氏
校
合
本
』
の
写
本
・
版
本
、

目
録
、
あ
る
い
は
諸
典
籍
に
お
け
る
『
王
氏
校
合
本
』
の
引
用
等
を

調
査
中
だ
が
、
現
時
点
で
は
法
然
が
そ
れ
を
閲
読
し
た
可
能
性
の
裏

付
け
は
で
き
て
お
ら
ず
、
よ
り
一
層
の
調
査
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、『
浄
土
文
』
と
共
に
、
同
一
人
の
編
纂
し
た
経
典
が
入
宋

【
図
一
】『
王
氏
校
合
本
』
と
『
大
阿
弥
陀
経
』『
平
等
覚
経
』
及
び
『
無
量
寿
経
』
の
説
示
対
照
表

『
王
氏
校
合
本
』

【
四
十
八
願
分
】

…
（
四
七
字
）
…
攝
取　

彼
佛
刹
清
淨
之
行
。
如
彼
修
持
、
復
詣
佛
所
而
白
佛
言
、
世
尊
、　

我
已　
　
　
　
　

　

	

攝
取
二
千
一
百
萬
佛
刹
、
所
以
莊
嚴
國
土
清
淨
之
行
）
1（
（

。

『
無
量
寿
経
』	

	
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
。
時
法
藏
比
丘
、
攝
取
二
百
一
十
億
諸
佛
妙
土　
　
　
　
　

清
淨
之
行
）
1（
（

。

『
王
氏
校
合
本
』

【
大
願
問
佛
分
】
　

佛
乃　

選
擇
二
千
一
百
萬
佛
刹　

中
、
諸
天
人
民
之
善
惡
國
土
之
麁
妙
…
（
四
七
字
）
…
）
13
（

『
大
阿
弥
陀
経
』

其
佛
即　

選
擇
二
百
一
十
億
佛
國
土
中
、
諸
天
人
民
之
善
惡
國
土
之
好
醜）
14
（

『
平
等
覚
経
』

其
佛
則
爲
選
擇
二
百
一
十
億
佛
國　

中
、
諸
天
人
民　

善
惡
國
土
之
好
醜）
15
（



─ 19（ ─

僧
に
よ
っ
て
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
る
蓋
然
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ

よ
う
。

　

後
者
の
疑
問
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
あ
た
り
、『
王
氏
校
合
本
』

に
お
け
る
該
当
箇
所
と
『
大
阿
弥
陀
経
』『
平
等
覚
経
』
及
び
『
無

量
寿
経
』
の
説
示
と
を
対
照
さ
せ
て
み
た
い
。（【
図
一
】）

　

こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、【
大
願
問
仏
分
第
五
】
と
【
四
十
八
願

分
第
六
】
と
い
う
科
段
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、『
王
氏
校
合
本
』
中

に
「
選
択
」
と
「
摂
取
」
と
が
八
十
文
字
を
隔
て
ず
に
併
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
「
選
択
二
百
一
十

億
仏
国
土
中
～
」（『
平
等
覚
経
』
も
ほ
ぼ
同
文
）
を
『
王
氏
校
合

本
』
で
は
「
選
択
二
千
一
百
萬
仏
刹
中
～
」
と
数
文
字
入
れ
換
え
、

同
じ
く
、『
無
量
寿
経
』
の
「
摂
取
二
百
一
十
億
諸
仏
妙
土
～
」
を

『
王
氏
校
合
本
』
で
は
「
摂
取
二
千
一
百
萬
佛
刹
～
」
と
や
は
り
数

文
字
入
れ
換
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
校
正

作
業
に
よ
っ
て
「
選
択
二
千
一
百
萬
仏
刹
（
中
略
）
摂
取
二
千
一
百

萬
仏
刹
」
と
「
選
択
」
と
「
摂
取
」
の
用
例
が
、
ま
っ
た
く
同
じ
形

で
百
文
字
を
隔
て
ず
に
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
対
応
だ
け
で
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
「
選

択
即
摂
取
」
の
先
例
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
、『
王
氏
校
合
本
』
こ
そ
『
無
量
寿
経
』
異
本
校
合

の
先
例
に
他
な
ら
ず
、
も
し
法
然
が
『
王
氏
校
合
本
』
を
閲
読
し
て

い
た
と
す
れ
ば
、「
選
択
」
と
「
摂
取
」
の
用
例
の
近
似
性
に
注
目

し
、
自
身
の
思
想
構
築
の
一
助
と
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い

と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、
お
わ
り
に
―
「
選
択
」
思
想
成
立
の
背
景
―

　

法
然
に
よ
る
「
選
択
」
思
想
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
重
ね

て
き
た
が
、
そ
の
要
点
を
記
し
て
閣
筆
し
た
い
。

　

①
『
逆
修
説
法
』
二
七
日
に
お
い
て
法
然
が
『
大
阿
弥
陀
経
』
に

注
目
し
、「
選
択
」
と
「
摂
取
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
深
く
考
察
す

る
に
至
っ
た
契
機
こ
そ
、『
浄
土
文
』
所
説
の
『
無
量
寿
経
』
の
異

訳
本
を
校
訂
し
て
『
王
氏
校
合
本
』
を
編
集
し
た
と
い
う
記
述
に
他

な
ら
な
い
。
念
仏
一
行
の
勧
進
に
あ
た
り
、
釈
尊
を
主
格
と
す
る

「
一
向
」
と
い
う
理
論
と
は
異
な
る
、
新
た
な
方
策
を
模
索
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
法
然
が
、
多
大
な
思
想
的
影
響
を
受
け
た
『
浄
土
文
』

に
お
け
る
「
四
者
ハ
本
一
経
為
リ
」
と
い
う
一
節
に
敏
感
に
反
応
さ

れ
た
の
は
必
然
の
流
れ
で
あ
り
、
改
め
て
自
身
で
『
大
阿
弥
陀
経
』

等
の
異
訳
経
典
を
紐
解
か
れ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。

　

②
『
無
量
寿
経
』
異
本
校
合
の
先
例
、
就
中
、「
選
択
」
と
「
摂
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取
」
の
用
例
に
つ
い
て
『
王
氏
校
合
本
』
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

「
選
択
」
と
「
摂
取
」
と
が
八
十
文
字
を
隔
て
ず
に
併
用
さ
れ
、
さ

ら
に
は
、「
選
択
二
千
一
百
萬
仏
刹
（
中
略
）
摂
取
二
千
一
百
萬
仏

刹
」
と
「
選
択
」
と
「
摂
取
」
の
用
例
が
ま
っ
た
く
同
じ
形
で
百
文

字
を
隔
て
ず
に
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
仮
に
法
然
が
『
王

氏
校
合
本
』
を
閲
読
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
用
例
の
近
似
性
に

注
目
し
、
自
身
の
思
想
構
築
の
一
助
と
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い

な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

　

以
上
、
本
稿
の
内
容
を
図
式
化
し
た
の
が
【
図
二
】
で
あ
り
、
そ

の
中
、『
王
氏
校
合
本
』
に
つ
い
て
は
、
推
測
の
域
を
出
な
い
の
で
、

点
線
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。

【
註
】

（
１
）
石
井
教
道
氏
『
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
）
拙
稿
「
法
然
上
人
に
お
け
る
勝
劣
・
大
小
・
多
少
相
対
三
義

の
成
立
に
つ
い
て
―
「
念
仏
多
善
根
の
文
」
渡
来
の
意
義
―
」

【
図
二
】「
選
択
」
思
想
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
典
籍
関
連
図

『
無
量
寿
経
』

〈
摂
取
〉

『
王
氏
校
合
本
』

〈「
選
択
・
攝
取
」

の
併
用
・
混
在
〉

『
浄
土
文
』

〈「
四
者
本
為

一
経
」
説
示
〉

〈
選
択
〉

『
平
等
覚
経
』

『
大
阿
弥
陀
経
』

法　　然

選 択 即 摂 取

同 本 異 訳 経
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（『
宮
林
昭
彦
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
・
仏
教
思
想
の
受
容
と
展

開
』
所
収
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
浄
全
七
・
八
六
・
a
。

（
４
）
浄
全
七
・
二
三
八
・
a
～
b
。

（
５
）
正
蔵
二
五
・
三
四
三
・
a
。

（
６
）
浄
全
八
・
一
四
六
・
a
。

（
７
）
正
蔵
二
五
・
三
四
四
・
b
。

（
８
）『
香
月
院
深
励
著
作
集
』
四
・
一
九
二
・
a
。

（
９
）
真
宗
全
書
二
〇
・
一
七
九
・
b
。

（
10
）
正
蔵
二
八
・
九
〇
〇
・
b
。

（
11
）
浄
全
六
・
八
四
五
・
b
。

（
12
）
香
川
孝
雄
氏
『
無
量
壽
經
の
諸
本
對
照
研
究
』
九
九
頁
・
一

〇
一
頁
・
一
〇
三
頁
・
一
〇
五
頁
に
該
当
箇
所
が
あ
る
。

（
13
）
正
蔵
一
二
・
三
二
八
・
b
。

（
14
）
浄
全
一
・
一
〇
五
・
a
。

（
15
）
浄
全
一
・
六
二
・
a
。

（
1（
）
正
蔵
一
二
・
三
二
八
・
c
。

（
1（
）
浄
全
一
・
六
。
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法
然
上
人
に
お
け
る
諸
行
と
共
生

村　

上　

真　

瑞

　
「
愚
者
の
自
覚
を
。
家
庭
に
み
仏
の
光
を
。
社
会
に
慈
し
み
を
。

世
界
に
共と
も
い
き生

を
」
の
四
句
を
劈
頭
宣
言
に
お
い
て
掲
げ
て
い
る
。
し

か
し
、
法
然
の
思
想
の
中
に
お
い
て
、「
世
界
に
共
生
を
」
の
一
句

が
如
何
に
成
立
し
う
る
の
で
あ
る
の
か
、
法
然
の
著
作
『
選
擇
集
』

等
に
よ
っ
て
し
ば
ら
く
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
最
近
中
西
随

功
氏
の
、『
證
空
浄
土
教
の
研
究
』
そ
の
最
初
に
『
選
擇
集
』
に
お

け
る
諸
行
の
あ
つ
か
い
に
つ
い
て
言
及
し
、
安
達
俊
英
氏
の
論
文
を

引
い
て
そ
の
結
論
と
し
て
、「『
選
擇
集
』
に
お
い
て
は
諸
行
に
は
全

く
往
生
行
と
し
て
の
価
値
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
。」
ま
た
、

藤
本
浄
彦
氏
の
論
文
に
お
い
て
法
然
が
、「
諸
行
を
廃
し
て
、
念
仏

に
帰
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
諸
行
を
説
く
」
と
あ
る
の
は
、
廃
は

「
念
仏
に
帰
せ
し
め
ん
が
為
に
」
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
行
き
着

く
と
こ
ろ
は
念
仏
行
を
選
び
と
る
概
念
の
う
ち
に
表
明
さ
れ
て
い
る

と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
草
稿
本
で
あ
る
廬
山
寺
本
『
選
擇

集
』
を
取
り
上
げ
第
十
二
章
段
の
「
問
曰
、
双
巻
觀
經
」
か
ら
「
以

不
付
属
者
也
」
ま
で
の
「
寿
前
観
後
」
を
説
く
部
分
は
抹
消
符
が
付

さ
れ
て
い
る
。『
選
擇
集
』
の
主
旨
は
も
と
よ
り
廃
立
の
義
で
あ
る

が
、
こ
の
部
分
に
は
傍
正
の
義
が
見
ら
れ
、
こ
こ
に
法
然
の
廃
立
の

み
に
お
さ
ま
ら
な
い
念
仏
の
理
解
に
つ
い
て
の
思
索
の
一
端
が
う
か

が
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
知
恩
』
に
お
い
て
「
往
生
の
正

因
は
念
仏
か
本
願
か
―
法
然
と
證
空
上
人
―
」
と
題
し
て
中
西
随
功

氏
と
安
達
俊
英
氏
が
対
談
を
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
安
達　

浄

土
宗
で
は
、
お
念
仏
を
「
お
救
い
い
た
だ
い
て
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
」
と
い
う
よ
う
な
報
恩
感
謝
の
行
と
は
み
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で

も
お
浄
土
に
救
い
摂
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
い
、
臨
終
の
そ
の
と

き
ま
で
称
え
続
け
て
い
く
行
で
あ
り
、
信
心
を
保
つ
た
め
に
も
称
え

続
け
て
い
く
べ
き
行
と
み
ま
す
。
ま
た
、
積
極
的
に
他
の
行
を
往
生

行
と
認
め
る
こ
と
も
し
ま
せ
ん
。　

中
西　

證
空
上
人
も
法
然
と
同
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⌇
⌇
⌇

⌇
⌇
⌇

⌇

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

じ
よ
う
に
、
往
生
の
た
め
に
諸
行
を
廃
し
て
念
仏
を
立
て
る
、
そ
の

基
本
的
な
と
こ
ろ
は
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
仏
の

本
願
の
心
に
帰
し
た
後
は
、
喜
び
の
気
持
ち
が
ほ
と
ば
し
り
、
念
仏

も
そ
れ
以
外
の
諸
行
も
、
そ
の
人
の
機
根
に
応
じ
て
、
自
ず
か
ら
現

れ
て
く
る
。
自
ず
か
ら
現
れ
て
く
る
も
の
で
す
か
ら
、
や
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
諸
行
と
い
う
の
も
、

お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
仏
道
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
本
来
す
べ
て

が
価
値
を
持
っ
て
い
ま
す
。
凡
夫
に
は
実
践
で
き
な
い
も
の
と
し
て

一
旦
は
捨
て
た
け
れ
ど
も
、
本
願
の
心
に
帰
し
た
後
は
、
あ
ら
ゆ
る

仏
道
修
行
が
私
を
浄
土
に
導
く
手
立
て
と
な
る
と
考
え
ま
す
。
敢
え

て
整
理
す
れ
ば
、
往
生
を
求
め
て
臨
終
ま
で
一
行
を
続
け
て
い
く
浄

土
宗
、
信
心
が
決
定
す
れ
ば
救
わ
れ
た
身
で
あ
る
と
し
て
行
に
つ
い

て
は
語
ら
な
い
浄
土
真
宗
、
信
心
を
い
た
だ
い
た
上
で
仏
道
修
行
を

勧
め
る
西
山
派
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。」
と
示
さ
れ
て

い
る
。
さ
て
、
共
生
の
思
想
に
つ
い
て
、
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
で
、

藤
井
正
雄
氏
、
高
橋
弘
次
台
下
の
基
調
講
演
を
う
か
が
っ
て
い
る
が
、

そ
の
基
本
は
原
始
仏
教
か
ら
説
か
れ
続
け
て
い
る
縁
起
の
思
想
や
大

乗
佛
教
の
自
利
利
他
の
思
想
や
六
波
羅
蜜
に
説
か
れ
る
よ
う
な
他
を

利
す
る
布
施
波
羅
蜜
の
思
想
が
そ
の
中
心
に
あ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
、

法
然
の
『
選
擇
集
』
等
に
基
づ
い
た
解
説
は
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ

れ
な
ら
ば
、
法
然
は
共
生
の
基
本
的
な
活
動
で
あ
る
、
布
施
な
ど
の

波
羅
蜜
を
す
べ
て
捨
て
去
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
安
達
氏
の
、

論
文
を
紹
介
し
て
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
考
察
し
て
み
た
い
。

『
選
擇
集
』
第
十
二
章
私
釈
段
前
半
を
ま
と
め
そ
の
中
で
、
十
三
観

の
内
た
と
え
一
観
を
修
し
た
だ
け
で
も
往
生
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は

経
に
説
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
疑
う
余
地
が
な
い
か
ら
、
法
然
は
こ

れ
ら
定
散
諸
行
に
よ
る
往
生
の
可
能
性
を
承
認
し
た
こ
と
に
な
る
。

と
し
た
後
、
実
際
は
逆
で
あ
る
と
し
て
、
前
説
を
翻
し
て
い
る
。
法

然
は
定
散
兩
門
の
一
々
を
詳
し
く
解
説
し
、
そ
の
、「
益
」
す
な
わ

ち
諸
行
に
よ
っ
て
「
往
生
で
き
る
と
い
う
利
益
」
を
説
い
て
い
る
。

し
か
し
、「
a
上
來
雖
説
定
散
兩
門
之
益

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
、
b
望
佛
本
願

⌇
⌇
⌇
⌇
、
意
在
衆

⌇
⌇
⌇

生
一
向
專
稱
彌
陀
佛
名

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
。」
の
文
は
、
傍
線
a
は
副
文
で
あ
り
、

「
雖
」
と
い
う
逆
説
を
意
味
す
る
接
続
助
字
に
よ
っ
て
繋
が
っ
て
い

る
。
従
っ
て
、「
上
来
説
く
と
こ
ろ
の
定
散
兩
門
の
益
」
は
否
定
さ

れ
る
べ
き
方
向
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
と
し
て
定
散
を
明
確
に
不

付
属
と
価
値
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、
諸
行
が
付
属
さ
れ
な
か

っ
た
の
は
非
本
願
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
そ
の
不
付
属
の
諸
行
が
な

ぜ
詳
説
さ
れ
た
か
を
説
き
、
そ
の
答
え
は
明
確
に
定
散
は
「
廃
」
の

た
め
に
説
か
れ
た
と
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
法
然
は
明
ら
か
に
諸
行

に
往
生
行
と
し
て
の
価
値
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
。
続
い
て
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後
半
部
は
、
定
善
十
三
観
そ
の
中
特
に
第
九
真
身
観
の
功
徳
甚
大
な

る
こ
と
を
説
く
。
釈
尊
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
十
三
観
を
付
属
せ

ず
念
仏
を
付
属
さ
れ
た
と
し
て
、
観
仏
を
楽ね
が

い
称
名
を
修
さ
ね
ば
彌

陀
釈
迦
の
教
え
に
背
く
こ
と
と
な
る
と
示
す
。
次
に
散
善
は
、『
觀

無
量
壽
經
』
の
趣
旨
か
ら
、
諸
行
は
非
本
願
の
故
に
付
属
さ
れ
ず
、

念
佛
の
み
が
彌
陀
本
願
で
あ
る
が
故
に
付
属
せ
し
め
ら
れ
る
と
説
く
。

法
然
は
善
導
に
基
づ
い
て
「
五
種
の
専
修
正
行
」
と
言
い
な
が
ら

「
浄
土
に
往
生
せ
ん
と
思
は
ば
、
專
雑
二
修
の
中
、
一
向
に
念
仏
す

べ
し
」
善
導
の
五
種
正
行
論
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
は
念
仏
の
専
修
を
示
す
こ
と
に
あ
る
事
が
わ
か
る
と
す
る
。
そ

れ
で
は
、
次
に
平
雅
行
氏
の
「
法
然
の
思
想
構
造
と
そ
の
歴
史
的
位

置
」
を
考
察
し
て
み
た
い
。
平
氏
は
独
自
の
「
宗
」「
門
」「
行
」
の

三
つ
の
位
相
を
立
て
て
考
察
を
進
め
て
い
る
。
平
氏
は
第
一
の
「
宗

の
位
相
」
で
は
、
浄
土
宗
は
真
の
仏
法
の
一
つ
で
あ
る
と
の
主
張
に

留
ま
り
、
諸
宗
教
判
を
否
定
し
え
な
か
っ
た
と
結
論
し
て
い
る
。
次

に
「
門
の
位
相
」
で
は
、
教
相
判
釈
の
一
般
容
認
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

教
判
が
究
極
態
と
す
る
法
門
で
の
得
悟
を
容
認
す
る
こ
と
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
法
然
は
聖
道
門
の
得
道
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
。
諸
宗
の
理
観
は
経
典
に
拠
っ
て
い
る
が
、
末
法
万
年
後
に
、
す

べ
の
経
典
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
時
の
衆
生
は
理
観
を
修

す
る
こ
と
が
で
き
ず
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
法
然
は
論

じ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、「
今
の

我
々
は
理
観
得
悟
が
可
能
か
」
と
い
う
議
論
で
は
な
く
、「
末
法
万

年
後
の
人
々
に
は
理
観
得
悟
が
不
可
能
に
な
る
」
と
言
う
議
論
を
展

開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
末
法
万
年
の
後
の
議
論
を
敢
え

て
行
う
理
由
は
、
現
下
で
は
「
行
証
」
は
困
難
で
あ
っ
て
も
不
可
能

で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
然
は
末

法
論
を
援
用
し
て
聖
道
得
悟
の
否
定
を
口
に
し
て
も
実
際
の
論
理
構

成
は
現
下
で
は
な
く
末
法
万
年
の
後
に
ず
ら
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
末
法
万
年
後
で
の
聖
道
得
後
の
否
定
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

は
、
現
下
で
の
聖
道
得
悟
の
容
認
と
諸
宗
教
判
の
容
認
を
必
然
化
し

た
事
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
門
の
位
相
」
に
お
い
て
も
、

聖
道
対
峙
の
姿
勢
は
相
対
的
で
、
聖
道
得
悟
を
否
定
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
達
人
宗
教
と
大
衆
宗
教
と
の
二
重
構
造
を
打
破
し
得

な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
宗
教
的
平
等
思
想
の
確
立
に
は
大
き
な

問
題
を
残
し
た
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
確
立
に
向
け
た
様
々

な
努
力
を
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
浄
土
門
の
対
機
（
救
済
対

象
）
の
普
遍
化
で
あ
る
。
末
法
万
年
後
と
対
比
す
る
時
、
今
は
ま
だ

「
末
法
万
年
の
は
じ
め

3

3

3

」
で
し
か
な
い
と
肯
定
的
に
認
識
さ
れ
る
。

こ
れ
を
「
肯
定
的
末
法
観
」
と
平
氏
は
名
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
末
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法
万
年
後
で
も
念
佛
往
生
が
可
能
で
あ
る
以
上
、
現
下
で
の
往
生
は

疑
い
な
い
、
と
し
て
浄
土
門
の
絶
対
的
有
効
性
が
主
張
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
肯
定
的
末
法
観
に
基
づ
い
た
機
根
観
・
人
間
観
が
解
明
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
法
然
に
お
け
る
対
機
の
普
遍
化
や
肯
定
的
末
法
観
・

善
人
意
識
は
、
従
来
し
ば
し
ば
悪
人
往
生
思
想
の
不
在
や
機
の
自
覚

の
不
徹
底
を
示
す
も
の
と
し
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
そ

の
評
価
は
逆
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
民
衆
の
内
面
的
権
威
性
の
回
復

に
寄
与
し
た
も
の
と
積
極
的
に
位
置
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
平
氏

は
、
法
然
の
対
機
の
普
遍
化
・
肯
定
的
末
法
観
・
善
人
意
識
を
高
く

評
価
し
て
い
る
。
次
に
、「
行
の
位
相
」
か
ら
『
選
擇
集
』
第
三
章　

本
願
章
中
心
に
検
討
す
る
。
で
は
、
な
ぜ
弥
陀
は
諸
行
を
捨
て
て
念

仏
一
行
だ
け
を
選
ん
だ
の
か
。
法
然
は
勝
劣
の
義
と
難
易
の
義
を
も

っ
て
答
え
て
い
る
。
ま
ず
、
勝
劣
の
義
に
よ
る
と
、
名
号
の
中
に
は

弥
陀
が
獲
得
し
た
一
切
の
功
徳
が
込
め
ら
れ
て
い
る
が
、
余
行
に
は

部
分
的
な
功
徳
し
か
な
い
。
だ
か
ら
弥
陀
は
劣
行
で
あ
る
諸
行
を
捨

て
て
、
正
行
た
る
名
号
を
本
願
と
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

難
易
の
義
と
は
、
弥
陀
は
す
べ
て
の
人
々
を
平
等
に
救
済
す
る
た
め

に
、
難
行
で
あ
る
諸
行
を
捨
て
て
、
誰
に
で
も
可
能
な
称
名
を
選
択

本
願
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
。「
選
択
と
は
弥
陀
を
主
体
と
す
る
取

捨
」
を
い
う
の
で
あ
り
、
法
然
の
思
想
創
出
の
す
べ
て
の
鍵
が
こ
こ

に
あ
る
。
選
択
本
願
念
佛
説
で
は
、
極
楽
往
生
を
望
む
行
者
に
と
っ

て
、
称
名
念
仏
が
唯
一
の
絶
対
価
値
的
行
為
で
あ
り
、
他
の
一
切
行

は
極
楽
往
生
の
手
段
と
し
て
全
く
無
価
値
と
な
っ
た
。
そ
れ
故
選
択

本
願
念
佛
説
と
は
、「
称
名
念
仏
は
弥
陀
が
選
択
し
た
唯
一
の
往
生

行
で
あ
る
か
ら
、
念
佛
以
外
で
は
往
生
で
き
な
い
。」
と
い
う
思
想

な
の
で
あ
り
、
選
択
本
願
念
佛
説
は
諸
行
往
生
の
無
価
値
化
、
言
い

換
え
れ
ば
諸
行
往
生
の
否
定
を
本
質
と
し
て
い
る
。
以
上
両
氏
の
説

を
考
察
す
れ
ば
、
安
達
氏
の
説
は
、
平
氏
の
説
に
導
か
れ
て
構
築
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
平
氏
の
説
は
、
古
来
の
先
徳

の
所
説
に
批
判
を
加
え
な
が
ら
、
独
自
の
「
宗
」「
門
」「
行
」
の
三

つ
の
位
相
を
立
て
て
考
察
を
進
め
、
最
終
的
に
称
名
念
仏
は
弥
陀
に

よ
り
選
択
さ
れ
た
唯
一
の
行
で
あ
る
か
ら
、
諸
行
往
生
は
で
き
な
い

と
は
っ
き
り
否
定
さ
れ
て
い
る
。
私
は
両
氏
の
説
を
考
察
し
て
い
て
、

確
か
に
念
仏
一
行
は
、
弥
陀
の
選
択
で
あ
る
し
、
同
類
の
助
業
も
ま

た
、
異
類
の
助
業
（
諸
行
）
も
そ
う
で
は
な
い
。
し
か
し
、
両
氏
の

論
文
に
於
い
て
見
落
と
し
て
い
る
点
が
あ
る
と
思
う
の
は
、
決
定
往

生
心
を
得
る
前
と
得
た
後
と
い
う
信
仰
に
眼
が
開
く
前
と
後
の
行
者

の
心
の
変
化
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
、
助
業
の
価
値
観
が
あ
ま
り
に
も
低
く
見
ら
れ
す
ぎ
て

い
る
点
で
あ
る
。
安
達
氏
に
よ
る
と
、「
助
業
と
は
、（
中
略
）
人
を
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し
て
専
修
念
佛
の
行
者
た
ら
し
め
る
こ
と
を
助
け
る
と
い
う
意
味
で

の
助
業
で
あ
る
。（
中
略
）
助
業
自
信
に
は
往
生
業
と
し
て
の
価
値

は
存
し
な
い
故
に
、
称
名
以
外
の
正
行
も
往
生
行
と
な
り
得
な
い
こ

と
に
な
る
。」
ま
た
、
平
氏
に
よ
る
と
助
業
に
つ
い
て
、「
助
発
と
は
、

同
類
（
助
業
）
や
異
類
（
雑
行
）
そ
れ
自
体
に
価
値
は
な
い
が
、
念

佛
信
心
を
増
進
さ
せ
る
触
媒
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
を
い
う
。」
と

解
説
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
元
大
本
山
御
法
主
故
藤
堂
恭
俊
台
下
の

説
に
よ
り
、
こ
の
問
題
を
解
明
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
藤
堂
師
は

こ
の
論
の
中
で
、『
選
擇
集
』
第
四
章
私
釈
段
に
お
い
て
、
は
廃

立
・
助
正
・
傍
正
の
三
義
を
述
べ
る
中
で
、
第
二
義
に
つ
い
て
、

『
選
擇
集
』
で
は
「
爲
レ
助
二
成
念
仏
一
説
二
此
諸
行
一
者
此
亦
有
二
二
意

一
」
と
し
て
、
同
類
の
善
根
と
異
類
の
善
根
と
を
も
っ
て
念
仏
を
助

成
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
類
の
善
根
と
異
類
の
善
根
と
は
、

と
も
に
非
本
願
の
行
で
あ
る
点
で
は
共
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
五
種

正
行
中
、
前
三
後
一
の
正
行
は
た
と
い
非
本
願
の
行
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、『
無
量
壽
經
釈
』
に
お
い
て
、「
正
助
雖
レ

異
同
二

在
弥
陀
一
」

と
指
摘
さ
れ
、『
三
心
義
』
に
お
い
て
は
、「
阿
弥
陀
仏
に
お
き
て
親

し
き
行
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
正
定
業
と
と
も
に
正
行
と
規
定

さ
れ
て
い
る
行
で
あ
る
。
こ
れ
を
行
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
行
ず
る

も
の
を
し
て
正
定
業
で
あ
る
称
名
の
一
行
に
方
向
付
け
、
称
名
の
一

行
に
徹
せ
し
む
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
行
ず
る
も
の
が
称
名
の
一
行

に
徹
し
た
な
ら
ば
、
い
つ
ま
で
も
助
業
と
し
て
止
ま
る
こ
と
な
く
、

称
名
の
一
行
の
中
に
自
ら
を
没
し
、
正
定
業
の
上
に
自
ら
を
生
か
す

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
選
擇
集
』
第
二
章
に
説
か
れ
る
、

正
行
以
外
の
行
を
雑
行
と
呼
び
、「
阿
弥
陀
仏
に
お
き
て
疎
き
行
」

阿
弥
陀
仏
に
親
し
く
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
阿
弥
陀
仏
の
聖

意
を
疎
か
に
し
、
う
と
ん
じ
、
遠
ざ
け
る
行
で
あ
る
か
ら
疎
雑
の
行

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
選
擇
集
』
第
四
章
で
は
、『
無
量
壽
經
』

三
輩
段
所
説
の
「
一
向
専
念
無
量
壽
佛
」
以
外
の
す
べ
て
の
行
を
諸

行
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
雑
行
と
所
行
と
は
た
と
え
そ
の
名
称
に
相

違
が
あ
っ
て
も
命
名
さ
れ
た
行
そ
の
も
の
に
は
な
ん
の
違
い
は
な
い
。

し
か
し
、
初
め
て
異
類
の
善
根
が
念
仏
を
助
成
す
る
こ
と
を
説
く
。

し
て
み
る
と
、
そ
れ
を
行
ず
る
実
践
者
の
上
に
変
化
が
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
雑
行
は
「
往
生
の
因
」
と
な
る
よ
う
に
廻
向
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
初
め
て
往
生
の
因
と
な
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
雑
行
は

本
来
往
生
の
因
で
は
な
い
も
の
が
、
真
実
深
信
・
決
定
往
生
心
の
確

立
の
心
中
に
お
い
て
転
向
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
往
生
の
因

と
な
る
。
こ
れ
は
行
者
の
決
定
往
生
信
の
確
立
と
い
う
心
中
に
お
い

て
、
転
向
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
雑
行
自
身
の
持
つ
は
た
ら
き

で
は
な
い
。
そ
の
と
き
雑
行
は
異
類
の
助
成
と
よ
ば
れ
、
雑
行
が
念
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仏
の
能
助
に
高
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
三
重
の
選
択
は
、

『
選
擇
集
』
第
一
章
に
お
い
て
聖
道
門
を
選
捨
し
、
浄
土
門
を
選
取

す
る
。
第
二
章
に
お
い
て
説
か
れ
る
雑
行
は
、「
除
二
此
助
正
二
行

一
已
外
自
余
諸
善
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
聖
道
門
各
宗
の

諸
善
万
行
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
雑
行
は
、『
選
擇
集
』
第
二
章
に

は
、「
明
二

往
生
行
相
一

者
、
依
二

善
導
和
尚
意
一
、
往
生
行
雖
レ

多
大

分
爲
レ

二
。
一
正
行
二
雑
行
。」
と
し
て
雑
行
を
正
行
と
な
ら
ん
で

往
生
行
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
す
で
に
第
一
章
で
選
捨
し
た
聖

道
門
の
行
を
浄
土
往
生
の
体
系
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
る
。
し
か
し

そ
の
ま
ま
で
は
往
生
浄
土
の
行
と
し
て
役
に
立
た
な
い
の
で
第
二
章

で
も
選
捨
す
る
。
第
四
章
に
お
い
て
異
類
の
善
根
と
し
て
取
り
上
げ
、

称
名
の
能
助
と
規
定
し
て
い
る
。
一
た
び
捨
て
た
者
も
捨
て
ら
れ
た

ま
ま
に
終
わ
ら
せ
な
い
で
こ
れ
を
往
生
浄
土
に
関
わ
る
行
と
し
て
生

か
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
選
択
の
真
精
神
が
あ
る
と
、
藤
堂
師
は
解
釈

さ
れ
て
い
る
。『
選
擇
集
』
に
お
い
て
、
捨
て
る
こ
と
を
強
要
す
る

立
場
は
、
あ
く
ま
で
も
、
称
名
の
一
行
に
徹
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、

障
り
と
な
る
雑
行
を
捨
て
る
の
で
あ
り
、
称
名
の
一
行
に
よ
っ
て
開

か
れ
る
宗
教
的
世
界
の
奥
行
き
を
深
め
る
こ
と
を
意
図
す
る
。
こ
れ

は
、
真
実
深
信
・
決
定
往
生
心
の
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
往
生
者

に
対
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
捨
て
た
者
を
生
か
し
て

い
く
立
場
は
、
称
名
の
一
行
に
徹
し
た
者
が
、
す
で
に
奥
行
き
の
深

さ
を
体
得
し
た
者
が
阿
弥
陀
佛
に
対
し
て
疎
雑
と
さ
れ
る
雑
行
を
称

名
と
い
う
正
定
業
に
関
わ
り
を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
雑
行
を
往

生
と
い
う
一
大
事
に
参
画
せ
し
む
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
真
実

深
信
・
決
定
往
生
心
の
確
立
さ
れ
た
往
生
者
に
対
す
る
立
場
で
あ
る
。

両
者
の
間
に
は
格
段
の
相
違
が
あ
る
。
す
で
に
、
安
達
氏
は
「
念
仏

の
み
を
往
生
行
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
」
根
拠
と
し
、
平
氏
は
「
法

然
の
思
想
の
核
心
的
表
現
」
と
し
て
い
る
、『
選
擇
集
』
第
十
六
章

の
三
重
の
選
択
＝
略
選
択
に
つ
い
て
、
藤
堂
師
は
全
く
別
の
解
釈
を

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
し
ば
ら
く
さ
し
お
く
」（
且
閣
）「
し

ば
ら
く
な
げ
う
つ
」（
且
抛
）
と
言
っ
て
い
る
が
、「
さ
し
お
く

（
閣
）」「
な
げ
う
つ
（
抛
）」
と
い
う
否
定
辞
に
「
し
ば
ら
く
（
且
）」

と
い
う
副
詞
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
と
言
う
こ
と
は
、「
し
ば
ら
く

さ
し
お
か
れ
た
」
聖
道
門
も
「
し
ば
ら
く
な
げ
う
た
れ
た
」
雑
行
も

捨
て
ら
れ
て
顧
み
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
聖
道
門
各
宗
に
お
い
て
実
践
さ
れ
る
諸
善
万
行
を
雑
行
と

し
て
往
生
浄
土
の
行
体
系
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
生
か
し
得
る

の
で
あ
り
、「
し
ば
ら
く
な
げ
う
た
れ
た
」
雑
行
は
、
願
生
者
に
確

立
さ
れ
た
真
実
深
信
・
決
定
往
生
心
の
中
に
廻
向
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
正
定
業
で
あ
る
称
名
の
一
行
を
助
成
す
る
も
の
と
し
て
、
生
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か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
藤
堂
師
の
説
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て

き
た
よ
う
に
、
法
然
に
お
い
て
、
助
業
は
単
に
称
名
念
仏
の
触
媒
で

は
な
く
、
共
生
の
活
動
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
こ
そ
法
然
の
御
心
に
か

な
う
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、「
世
界
に
共
生
を
」

の
劈
頭
宣
言
は
、
異
類
の
助
業
を
し
て
、
決
定
往
生
心
が
念
仏
の
助

業
と
し
て
高
揚
せ
し
め
た
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
を
開
顕
し
て
い
く
こ

と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。



─ 206 ─

『
義
楚
六
帖
校
訛
』
考　

２

山　

路　

芳　

範

　
『
義
楚
六
帖
』
は
後
周
の
義
楚
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
仏
教
類
書

で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
京
都
大
学
所
蔵
の
『
義
楚
六
帖
校

訛
』（
以
下
『
校
訛
』
と
略
す
。）
は
『
義
楚
六
帖
』
24
巻
本
と
12
巻

本
と
の
対
校
録
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
牧
田
諦
亮
氏
は
「
寛
文
九

年
和
刻
本
と
書
写
本
（
東
福
寺
本
、
ま
た
は
同
系
統
の
宋
刊
本
に
も

と
づ
い
た
も
の
）
と
に
つ
い
て
校
訛
し
た
も
の
で
あ
り
、
和
刻
本
利

用
の
と
き
に
は
参
照
す
る
要
が
あ
る１

。」
と
さ
れ
る
だ
け
で
『
校
訛
』

の
内
容
に
つ
い
て
吟
味
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、『
義

楚
六
帖
』
の
研
究
を
行
う
上
で
現
存
の
確
認
さ
れ
て
い
る
諸
本
と
の

対
校
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
確
実
に
現
存
が
確
認
さ
れ
て

い
る
も
の
は
24
巻
本
で
は
寛
文
九
年
本２

と
12
巻
本
で
は
東
福
寺
所
蔵

の
宋
版
本
、
12
巻
本
の
抄
本
で
あ
る
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本３

で
あ
る
。

以
前
に
『
義
楚
六
帖
校
訛
』
考４

と
題
し
て
発
表
し
た
当
時
、
東
福
寺

本
は
未
見
で
あ
っ
た
が
、
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
本
の
調
査
に
よ
っ

て
『
校
訛
』
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ

の
結
果
『
校
訛
』
は
24
巻
本
と
12
巻
本
と
の
校
異
が
か
な
り
正
確
で

あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
時
点
で
『
義
楚
六
帖
』
を
利
用
す
る

場
合
、
有
益
な
資
料
で
あ
る
こ
と
が
、
再
確
認
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
宋
版
本
で
あ
る
東
福
寺
本
が
影
印
出
版５

（
東
福
寺
影
印
本

と
称
す
）
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
和
刻
本
で
あ
る
寛
文
九
年
本
や
対
校

本
で
あ
る
、『
校
訛
』
の
価
値
が
無
く
な
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で

は
な
か
っ
た
。
す
で
に
牧
田
氏
が
「
義
楚
六
帖
の
復
刻
に
つ
い
て
は
、

當
然
現
存
最
古
の
刊
本
で
あ
る
東
福
寺
本
に
據
る
べ
き
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
ゞ
東
福
寺
本
に
保
存
上
若
干
の
難
点
が
あ

り
、
止
む
を
得
ず
江
戸
刊
本
に
據
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ

る６

」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東
福
寺
影
印
本
を
み
る
と
、
保

存
状
況
だ
け
で
な
く
元
々
摺
刷
状
況
が
よ
く
な
い
部
分
も
あ
る
よ
う

に
感
じ
る
。
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こ
の
こ
と
か
ら
、『
校
訛
』
が
有
益
な
資
料
で
あ
る
こ
と
に
代
わ

り
が
な
い
と
言
え
る
。
東
福
寺
影
印
本
の
解
題
で
椎
名
宏
雄
氏
も

「
筆
者
は
未
見
で
あ
る
が
、
か
つ
て
両
本
の
相
異
に
気
づ
き
全
体
を

細
か
く
対
校
し
た
学
術
的
成
果
を
の
こ
し
て
く
れ
た
先
学
に
、
深
い

畏
敬
の
念
を
い
だ
く
も
の
で
あ
る
。」
と
『
校
訛
』
の
価
値
を
認
め

ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
前
稿
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、

12
巻
本
（
東
福
寺
本
・
書
写
本
）
と
の
関
係
を
見
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
。

　
『
校
訛
』
で
は
24
巻
本
、
12
巻
本
の
各
巻
の
何
丁
目
表
裏
行
数

（
本
文
は
行
数
を
明
示
し
て
い
な
い
。）
と
校
異
語
句
を
上
げ
て
い
る
。

24
巻
本
に
つ
い
て
は
寛
文
九
年
版
影
印
本７

（
以
下
朋
友
本
と
称
す
）

に
よ
っ
て
そ
の
校
異
箇
所
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
は
す
で
に
判
っ
て

い
る
。
今
回
東
福
寺
影
印
本
に
よ
っ
て
丁
表
裏
行
数
を
確
認
す
る
と
、

書
写
本
第
一
巻
、
第
十
二
巻
の
丁
数
に
問
題
が
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。

　

椎
名
氏
の
解
題
で
は
、『
義
楚
六
帖
』
の
構
成
に
つ
い
て

　

１
扉
絵
（
釈
迦
説
法
図
）

　

２
稽
首
文
及
偈
文

　

３
捨
銭
記　

羅
文
祐
記

　

４
進
釈
氏
六
帖
表　

義
楚
撰

　

５
捨
銭
記　

智
肱
記

　

６
六
帖
述　

王
朴
撰

　

７
義
楚
六
帖
并
序　

義
楚
撰

　

８
総
目
録

　

９
本
文

　

10
年
記　

顕
徳
元
年
（
九
五
四
）
九
月
二
九
日

　

11
釈
氏
六
帖
後
序　

義
楚
撰

　

12
捨
銭
記　

王
著
以
下
七
名

　

13
釈
氏
纂
要
六
帖
後
序　

胡
正
撰

　

14
重
開
釈
氏
六
帖
後
序
崇
寧
二
年
（
一
一
〇
三
）
六
月
、
履
中
撰

の
十
四
項
目
に
分
け
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
10
年
記　

顕
徳
元

年
（
九
五
四
）
九
月
二
九
日８

を
除
く
全
て
の
記
事
が
存
在
す
る
こ
と

を
寛
文
本
が
東
福
寺
本
と
同
系
統
の
崇
寧
二
年
重
刊
本
を
底
本
と
し

た
と
考
え
る
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

東
福
寺
本
第
一
巻
の
版
心
に
上
げ
ら
れ
る
丁
数
を
見
て
み
る
と 

１
か
ら
３
が
第
一
丁
、
４
・
5
が
第
二
丁
、
６
が
第
三
、
四
丁
（
第

四
丁
は
表
四
行
の
み
で
版
心
無
し
）、
７
が
第
五
丁
（
裏
四
行
目
ま

で
）、
８
が
第
五
丁
（
裏
五
行
目
か
ら
）
か
ら
第
十
丁
（
第
十
丁
は

表
六
行
の
み
で
版
心
無
し
）、
９
本
文
の
第
一
巻
が
改
め
て
第
一
丁
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か
ら
第
六
十
五
と
な
る
。

　

寛
文
本
で
は
１
は
丁
数
が
無
く
、
２
が
第
一
丁
、
３
が
第
二
丁

（
表
注
四
行
）、
４
が
第
二
丁
裏
か
ら
第
三
丁
裏
四
行
目
ま
で
、
５
が

第
三
丁
裏
注
九
行
目
か
ら
十
二
行
目
、
６
が
第
四
、
五
丁
、
７
が
第

六
丁
、
８
が
改
め
て
第
一
丁
か
ら
第
十
丁
、
９
本
文
は
第
一
巻
が
改

め
て
第
一
丁
か
ら
第
二
十
七
、
第
二
巻
が
第
一
丁
か
ら
第
五
十
六
と

な
る
。

　

朋
友
本
、
東
福
寺
本
で
は
９
第
一
巻
本
文
の
前
に
１
か
ら
８
ま
で

同
じ
順
序
で
揃
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
使
用
し
た
書
写
本
で
は

そ
れ
が
揃
っ
て
い
た
か
疑
問
が
生
じ
る
。

　

校
異
語
句
だ
け
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
語
句
が
同
じ
で
あ
れ

ば
あ
げ
ら
れ
て
い
な
く
て
当
然
で
あ
る
が
、
順
序
、
丁
数
を
み
て
い

く
と
『
校
訛
』
で
は
目
録
で
の
校
異
語
句
を
ま
ず
に
あ
げ
て
い
る
。

そ
の
最
初
の
校
異
語
句
の
書
写
本
丁
数
は
「
一
左
」「
六
邪　

作
六

邪
見
」
と
有
る
こ
と
か
ら
第
一
丁
裏
で
あ
る
。
校
異
語
句
が
あ
げ
ら

れ
て
い
な
い
が
、
第
一
丁
表
に
は
７
義
楚
六
帖
并
序
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
目
録
の
校
異
の
最
後
が
第
二
丁
目
表
の
「
鳥
八　

作
烏
八
」
と
な
る
。
こ
こ
に
は
丁
数
行
数
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

前
の
語
句
の
丁
数
行
数
及
び
東
福
寺
本
か
ら
第
六
丁
表
六
行
目
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
後
に
「
第
一
巻
一
丈
右
」
と
24
巻
本
の
丁
数
を
あ

げ
、「
齊
州
開
元
寺
講
倶
舎
論
賜
紫
明
教
大
師
進
釋
氏
六
帖　

義
楚

集　

書
写
本
脱
之
」
と
和
刻
本
の
第
一
巻
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
語
句

を
上
げ
る
が
、
第
二
丁
裏
で
は
５
捨
銭
記　

智
肱
記
の
文
を
あ
げ

「
書
写
本
脱
之
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
文
の
あ
る
べ
き
書
写
本
の

丁
数
と
し
て
は
「
二
左
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
目
録
の
前
に
あ
る

べ
き
５
捨
銭
記
が
後
に
来
る
こ
と
に
な
る
。
対
校
箇
所
が
前
後
す
る

箇
所
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
こ
れ
も
書
写
順
序
が
異
な
る
と
は
言
え

な
い
。
し
か
し
、「
二
左
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
朋
友
本
、

東
福
寺
本
と
は
異
な
る
丁
数
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た

そ
の
後
第
一
巻
の
校
異
が
第
三
丁
表
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
最
初
の
校

異
語
句
「
善
迦　

作
善
逝
」
は
24
巻
校
異
本
が
朋
友
本
の
同
じ
「
四

丁
右
一
二
行
」
で
あ
る
。
書
写
本
は
「
九
右
十
三
」
と
な
っ
て
お
り
、

東
福
寺
本
が
第
三
丁
表
十
三
行
目
で
あ
る
こ
と
か
ら
６
丁
の
ず
れ
が

生
じ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
あ
る
が
、
寛
文
版
で
は
第
一
巻

本
文
ま
で
に
16
丁
、
東
福
寺
本
で
は
第
一
巻
本
文
ま
で
に
10
丁
あ
る

の
だ
が
、
書
写
本
で
は
６
丁
と
な
る
。
書
写
本
は
12
巻
本
の
写
本
で

あ
り
、
書
写
し
た
原
本
で
は
10
丁
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
７
義
楚

六
帖
并
序
と
８
目
録
の
６
丁
と
、
５
捨
銭
記
が
無
か
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
４
進
釈
氏
六
帖
表　

義
楚
撰
（
２
丁
分
）
が
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
だ
け
で
も
、
８
丁
分
と
な
り
、
書
写
本

の
丁
数
と
は
一
致
し
な
い
。
朋
友
本
、
東
福
寺
本
と
は
異
な
り
、
４

は
そ
れ
だ
け
で
丁
数
を
付
け
、
９
第
1
巻
本
文
は
８
目
録
か
ら
数
え

て
い
る
と
考
え
れ
ば
「
九
右
十
三
」
の
説
明
が
つ
く
こ
と
に
な
る
。

　

11
釈
氏
六
帖
後
序　

義
楚
撰
か
ら
、
14
重
開
釈
氏
六
帖
後
序
崇
寧

二
年
（
一
一
〇
三
）
六
月
、
履
中
撰
に
つ
い
て
は
、
寛
文
版
で
は
第

二
十
四
巻
の
版
心
に
上
げ
ら
れ
る
丁
数
を
見
て
み
る
と
丁
数
が
続
い

て
第
三
十
丁
か
ら
第
三
十
七
丁
と
な
り
、
判
読
が
困
難
で
あ
る
が
東

福
寺
本
第
十
二
巻
も
第
六
十
九
丁
か
ら
第
七
十
三
丁
と
連
続
し
て
い

る
。

　
『
校
訛
』
第
七
十
丁
表
を
み
る
と
書
写
本
で
は
、
10
年
記
が
寛
文

版
、
東
福
寺
本
と
同
じ
丁
数
で
の
有
無
を
あ
げ
、
次
行
に
「
後
序
」

と
し
て
７
つ
の
校
異
を
上
げ
て
『
校
訛
』
は
終
わ
る
。

　

13
釈
氏
纂
要
六
帖
後
序
で
４
つ
、
14
重
開
釈
氏
六
帖
後
序
で
３
つ

と
な
る
。
丁
数
を
見
て
み
る
と
、
連
続
せ
ず
13
が
「
一
右
六
」
か
ら

「
二
左
三
」、
14
が
「
一
左
一
」、「
一
左
三
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
丁
数
は
別
々
に
数
え
て
い
る
。
11
釈
氏
六
帖
後
序
、
12
捨
銭
記
に

つ
い
て
は
校
異
語
句
が
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
12
捨

銭
記
に
は
「
史
」（
朋
友
本
第
24
巻
第
31
丁
裏
２
行
目
）、「
大
」（
同

４
行
目
）
が
「
吏
」（
東
福
寺
本
第
12
巻
第
70
丁
裏
１
行
目
）、「
太
」

（
同
２
行
目
）
と
異
な
っ
て
お
り
、
書
写
本
に
は
11
、
12
が
無
か
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。

　

次
に
『
校
訛
』
に
あ
げ
ら
れ
た
校
異
語
句
と
東
福
寺
本
の
語
句
を

見
て
い
く
と
、
前
稿
に
お
い
て
数
え
た
全
校
異
箇
所
二
六
〇
四
の
中

で
、

　

a
、
24
巻
本
と
東
福
寺
本
が
同
じ
で
あ
る
が
書
写
本
で
は
異
な
っ

て
い
る
語
句
。

　

b
、
24
巻
本
、
書
写
本
、
東
福
寺
本
の
三
者
が
異
な
る
語
句
。

　

c
、
東
福
寺
本
で
は
不
鮮
明
で
判
読
す
る
こ
と
が
難
し
い
語
句
。

　

d
、
東
福
寺
本
で
は
読
み
取
る
こ
と
の
出
来
な
い
語
句
。

　

e
、
東
福
寺
本
・
朋
友
本
は
同
じ
、
24
巻
本
が
異
な
る
語
句
。

が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
を
合
計
す
る
と　

二
六
一
と
な
り
、『
校
訛
』

の
校
異
箇
所
の
内
の
一
割
が
、
東
福
寺
本
と
異
な
る
若
し
く
は
確
認

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
割
の
中
で
、
a
・
b
は
、

『
校
訛
』
に
使
用
さ
れ
た
書
写
本
を
確
定
す
る
手
が
か
り
で
あ
り
、

e
は
24
巻
本
を
確
定
す
る
手
が
か
り
と
な
る
。
そ
し
て
、
c
・
d
は

東
福
寺
本
を
不
備
を
補
う
も
の
と
な
る
。

　
『
義
楚
六
帖
』
編
纂
の
元
に
な
る
引
用
典
籍
に
つ
い
て
は
十
分
な
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検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
内
、
24
巻
本
第
９
巻
か
ら
第
12

巻
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
解
明
で
き
た
と
考
え
て
い
る９

。
こ
の
中
で
『
続

高
僧
伝
』
か
ら
の
引
用
と
考
え
ら
れ
る
部
分
の
内
、
24
巻
本
に
よ
っ

て
12
巻
本
を
大
き
く
補
う
部
分
と
『
続
高
僧
伝
』
該
当
箇
所
を
み
て

み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

① 

及
貞
觀
開
譯
簡
以
知
名
者
爲
翻
論
之
筆
譯
訖
奏
聞
十
九
字
作
善
貞

觀
翻
經
奏
勅
請
爲
筆
譯
十
一
字
（
第
十
八
丁
表
）

　
　

 

及
貞
觀
開
譯
。
詔
簡
名
僧
衆
以
文
筆
知
名
兼
又
統
詳
論
旨
。
乃

任
爲
翻
論
之
筆
。（
大
正
巻
50
、441a

）

②
包
擧
一
化
融
接
萬
衢　

作
一
夫
化
融
接
愚
（
第
三
十
一
丁
表
）

　
　

包
擧
一
化
融
接
萬
衢
。（
大
正
巻
50
、558c

）

③ 

驚
疑
不
信
欲
試
之
屈
誦
一
遍
應
不
勞
耶　

作
驚
試
之
不
謬
曰
勞
之

（
第
三
十
五
丁
裏
）

　
　

 

驚
疑
不
信
。
將
欲
試
之
曰
。
屈
總
誦
一
遍
。
應
不
勞
損
耶
。

（
大
正
巻
50
、558bc

）

④ 

誦
法
華
經
聽
習
攝
論　

作
誦
經
聽
習
攝
論
誦
法
華
經
（
第
三
十
五

丁
裏
）

　
　

誦
法
華
經
聽
收
攝
論
。（
大
正
巻
50
、688b

）

　

こ
れ
ら
の
四
箇
所
は
24
巻
本
と
『
続
高
僧
伝
』
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
で
あ
る
が
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
12

巻
か
ら
24
巻
に
巻
数
の
変
化
に
伴
う
目
録
や
序
跋
の
文
言
の
改
編
だ

け
で
な
く
、
寛
文
九
年
版
の
開
版
に
際
し
て
校
訂
が
な
さ
れ
た
、
ま

た
は
既
に
校
訂
の
な
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
れ
ば
、
義
楚
の
使
用
し
た
引
用
典
籍
を
検
討
す
る
際
は

東
福
寺
本
を
元
に
す
べ
き
と
言
え
る
。
さ
ら
に
義
楚
の
使
用
し
た

『
続
高
僧
伝
』
に
つ
い
て
は
拙
稿10

に
お
い
て
現
行
本
で
な
い
可
能
性

に
つ
い
て
指
摘
し
た
が
、
東
福
寺
本
の
、
①
「
善
貞
觀
翻
經
奏
勅
請

爲
筆
譯
」、
②
「
一
夫
化
融
接
愚
」、
③
「
驚
試
之
不
謬
曰
勞
之
」、

④
「
誦
經
聽
習
攝
論
誦
法
華
經
」、
そ
の
他
の
現
行
本
と
の
校
異
語

句
が
、
義
楚
の
使
用
し
た
『
続
高
僧
伝
』
異
本
の
確
定
の
手
が
か
り

校異箇所 a b c d e
目録 21 0 1 0 0 0
第１巻 30 2 1 0 0 0
第２巻 91 6 2 1 1 0
第３巻 51 3 2 6 1 0
第４巻 78 14 0 3 0 0
第５巻 27 3 0 2 0 0
第６巻 71 10 0 3 6 0
第７巻 67 4 0 1 1 0
第８巻 135 8 1 1 0 0
第９巻 62 1 1 3 0 0
第10巻 382 13 4 4 1 1
第11巻 150 4 5 5 3 0
第12巻 153 9 4 7 1 1
第13巻 68 3 1 2 0 0
第14巻 79 3 0 9 0 0
第15巻 53 0 0 7 0 0
第16巻 87 1 3 1 0 1
第17巻 52 0 0 0 0 0
第18巻 101 5 1 1 0 0
第19巻 155 3 5 4 0 0
第20巻 178 2 3 7 0 0
第21巻 123 3 0 7 0 0
第22巻 146 3 0 1 1 0
第23巻 177 13 1 11 1 0
第24巻 60 4 0 2 1 0
後序 7 0 0 0 1 0
合計 2604 117 35 88 18 3

『校訛』校異箇所と東福寺本について
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と
な
る
と
考
え
ら
れ
る11

。

　

以
上
、『
校
訛
』
に
つ
い
て
東
福
寺
本
を
元
に
こ
こ
で
使
用
さ
れ

た
12
巻
書
写
本
に
つ
い
て
校
異
箇
所
を
示
す
丁
数
か
ら
第
一
巻
本
文

前
の
序
等
、
第
12
巻
本
文
後
の
後
序
に
つ
い
て
、
そ
の
有
無
、
校
異

語
句
と
東
福
寺
本
と
の
異
同
に
つ
い
て
、
ま
た
朋
友
本
と
異
な
る
東

福
寺
本
の
語
句
に
対
す
る
見
方
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
。

東
福
寺
本
を
見
て
い
く
と
『
校
訛
』
で
の
校
異
箇
所
以
外
に
も
異
同

が
あ
り
、
今
後
そ
れ
ら
を
確
認
し
た
上
で
、『
義
楚
六
帖
』
の
検
討

を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、『
校
訛
』
に
よ
っ
て
東
福

寺
本
、
朋
友
本
を
補
う
部
分
が
あ
る
こ
と
か
ら
、『
校
訛
』
は
有
益

な
資
料
と
言
え
る
。

１
、
寛
文
九
年
版
影
印
復
刊
本　

昭
和
54
年  

朋
友
書
店 

 

本
稿
に
あ
げ
る
牧
田
諦
亮
氏
と
あ
る
も
の
は
本
書
の
「
義
楚
六

帖
つ
い
て
」
に
よ
る
。

２
、
延
宝
三
年
版
も
あ
る
が
、
牧
田
氏
に
よ
れ
ば
寛
文
九
年
版
の
板

木
を
借
り
て
出
し
た
も
の
と
い
う
。

３
、
川
瀬
一
馬
『
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
』
第
二
巻
仏
書
の

部
に
お
い
て
零
本
と
さ
れ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
大
東
急
記
念

文
庫
本
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
義
楚
六
帖
考
―
大
東
急
記
念
文
庫

蔵
本
に
つ
い
て
―
」
印
仏
研
第
41
巻
第
２
号
、
平
成
５
年
を
参

照
さ
れ
た
い
。

４
、『
義
楚
六
帖
校
訛
』
考　

仏
教
論
叢
第
37
号　

平
成
５
年

５
、『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
六
巻
下　

臨
川
書
店　

平
成
13
年

 

本
稿
に
あ
げ
る
椎
名
宏
雄
氏
と
あ
る
も
の
は
本
書
の
「
解
題
」

に
よ
る
。

６
、
椎
名
宏
雄
氏
は
「
巻
一
第
一
丁
表
の
大
部
分
は
損
亡
し
、
こ
こ

に
後
述
す
る
わ
が
寛
文
九
年
刊
本
の
版
式
に
よ
る
補
写
が
添
え

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
ま
だ
「
用
身
為
十
地
菩
薩

現
十
種
身
地
」
の
一
二
文
字
が
不
足
で
あ
り
、
こ
れ
を
補
っ
て

は
じ
め
て
文
章
が
連
続
す
る
。
損
亡
部
分
は
、
こ
の
ほ
か
巻
四

の
巻
首
に
若
干
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
は
ほ
ぼ
完
全
で
あ
り
、

摺
刷
状
況
も
良
好
な
豪
華
大
型
本
で
あ
っ
て
、
国
宝
に
ふ
さ
わ

し
い
古
版
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

７
、
前
掲
注
１
。

８
、
牧
田
氏
は
上
進
の
日
か
も
し
れ
な
い
と
そ
の
可
能
性
を
上
げ
ら

れ
る
が
、
椎
名
氏
は
そ
う
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
肯
定
さ
れ
て

い
る
。

９
、
義
楚
六
帖
所
引
典
籍
考
―
巻
九
か
ら
巻
十
二
を
中
心
と
し
て
―　
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佛
教
史
学
研
究
第
三
十
四
巻
第
一
号　

平
成
３
年1991

年

10
、
前
掲
注
８
。

11
、
椎
名
氏
は
禅
門
祖
師
の
伝
記
に
つ
い
て
、『
続
高
僧
伝
』
か
ら

の
抄
録
な
い
し
は
収
意
と
さ
れ
、「
若
干
は
別
の
要
素
も
加
味

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
単
純
な
引

用
文
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
九
五
四
年
時
点
に
お
け
る
『
義
楚

六
帖
』
の
所
伝
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
義
楚
の
周
辺
に
存
在
し
た
、
現
在
知
ら
れ
る
典

籍
と
は
異
な
る
も
の
を
使
用
し
た
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。

追
記　
『
建
仁
寺
両
足
院
蔵
書
目
録
』
に
記
さ
れ
る
『
義
楚
六
帖
』

24
巻
本
お
よ
び
12
巻
写
本
の
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
『
校

訛
』
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
詳
細
に
つ

い
て
は
後
日
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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浄
土
宗
祖
師
の
教
説
と
福
祉
思
想　

②
法
然

曽　

根　

宣　

雄

　
【
は
じ
め
に
】

　

浄
土
宗
学
の
基
本
的
な
立
場
と
し
て
は
「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
・
法

然
上
人
（
以
下
敬
称
を
略
す
）
の
念
仏
の
教
え
を
規
範
と
す
る
」
こ

と
、「
法
然
の
念
仏
の
教
え
が
普
遍
的
な
価
値
を
有
す
る
と
い
う
立

場
に
立
つ
」
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
立
場
に

立
ち
つ
つ
、
法
然
の
教
え
の
中
よ
り
社
会
実
践
の
理
論
的
根
拠
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

法
然
の
教
え
を
見
て
ゆ
く
上
で
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
念
仏
と
諸

行
（
諸
善
根
・
余
善
）
の
取
り
扱
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
念
仏
と
諸

行
（
余
善
）
に
つ
い
て
留
意
し
つ
つ
、
法
然
の
教
え
の
概
要
に
つ
い

て
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
【
念
仏
の
選
択
に
つ
い
て
】

　
『
選
択
集
』
の
第
三
章
で
は
、『
無
量
寿
経
』
に
基
づ
き
、
過
去
世

に
お
い
て
多
く
の
仏
が
出
現
さ
れ
、
五
十
四
番
目
の
世
自
在
王
如
来

が
在
世
の
時
に
、
そ
の
説
法
を
聞
き
、
あ
る
国
王
が
道
心
を
発
し
王

位
を
捨
て
て
出
家
し
、
法
蔵
比
丘
（
菩
薩
）
と
な
り
、
世
自
在
王
如

来
の
説
か
れ
た
諸
仏
の
浄
土
の
有
り
様
を
見
聞
き
し
、
無
上
殊
勝
の

願
を
発
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
法
蔵
菩
薩
が
、
五

劫
と
い
う
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
、
仏
国
土
を
建
立
す
る
た
め
の
清

浄
な
る
行
を
思
惟
し
摂
取
さ
れ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る１

。

　

法
然
は
、

こ
の
中
の
選
択
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
取
捨
の
義
な
り
。
謂
く
、

二
百
一
十
億
の
諸
仏
の
浄
土
の
中
に
お
い
て
、
人
天
の
悪
を
捨

て
て
、
人
天
の
善
を
取
り
、
国
土
の
醜
を
捨
て
て
、
国
土
の
好
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を
取
る
な
り
。『
大
阿
弥
陀
経
』
の
選
択
の
義
か
く
の
ご
と
し
。

『
双
巻
経
』
の
意
ま
た
選
択
の
義
有
り
。
謂
く
、
二
百
一
十
億

の
諸
仏
の
妙
土
の
清
浄
の
行
を
摂
取
す
と
云
え
る
こ
れ
な
り
。

選
択
と
摂
取
と
そ
の
言
は
異
な
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
意
こ
れ

同
じ
。
然
れ
ば
不
清
浄
の
行
を
捨
て
て
、
清
浄
の
行
を
取
る
な

り２

。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
法
然
は
「
選
択
」
と
い
う
の
は
「
取
捨
」

の
義
で
あ
り
、「
選
択
」
と
「
摂
取
」
は
語
は
異
な
る
も
の
の
、
同

じ
意
で
あ
る
と
し
、
二
百
一
十
億
の
諸
仏
の
浄
土
よ
り
、
悪
し
き
も

の
を
捨
て
最
善
を
取
る
こ
と
を
「
選
択
」
と
定
義
し
て
い
る
。
続
い

て
「
四
十
八
願
の
選
択
摂
取
の
義
」
と
し
て
、「
無
三
悪
趣
の
願
・

不
更
悪
趣
の
願
・
悉
皆
金
色
の
願
・
無
有
好
醜
の
願３

」
を
具
体
例
と

し
て
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
念
仏
往
生
の
願
」
に
つ
い
て
は
、

す
な
わ
ち
今
は
前
の
布
施
持
戒
乃
至
孝
養
父
母
等
の
諸
行
を
選
捨
し

て
専
称
仏
号
を
選
取
す
。
故
に
選
択
と
い
う
な
り４

。

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

問
う
て
曰
く
、
普
く
諸
願
に
約
す
る
に
粗
悪
を
選
捨
し
善
妙
を

選
取
す
る
こ
と
、
そ
の
理
然
る
べ
し
。
何
が
故
ぞ
第
十
八
の
願

に
一
切
の
諸
行
を
選
捨
し
、
た
だ
偏
に
念
仏
の
一
行
を
選
取
し

て
往
生
の
本
願
と
す
る
や５

。

と
し
、
四
十
八
願
に
お
い
て
、
諸
仏
の
浄
土
よ
り
粗
悪
を
選
捨
し
善

妙
を
選
取
す
る
こ
と
の
理
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、「
ど
う
し
て

第
十
八
願
に
お
い
て
一
切
の
諸
行
を
選
捨
し
、
た
だ
偏
に
念
仏
の
一

行
を
選
取
し
て
往
生
の
本
願
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を

な
し
、
阿
弥
陀
仏
の
聖
意
は
、
測
り
が
た
く
簡
単
に
解
釈
で
き
る
も

の
で
は
な
い
と
断
り
な
が
ら
、
試
み
と
し
て
「
勝
劣
の
義
」
と
「
難

易
の
義
」
を
あ
げ
て
い
る
。「
勝
劣
の
義
」
と
は
、「
念
仏
＝
勝
、
余

行
＝
劣
」
と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
難
易
の
義
」
と
は
、「
念
仏
＝
易
、

諸
行
＝
難
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

し
か
れ
ば
則
ち
阿
弥
陀
如
来
法
蔵
比
丘
の
昔
平
等
の
慈
悲
に
催

さ
れ
て
、
普
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
た
め
、
造
像
起
塔
等
の
諸
行

を
往
生
の
本
願
と
し
た
ま
わ
ず
、
唯
称
名
念
仏
の
一
行
を
も
つ

て
本
願
と
し
た
ま
へ
る
な
り６

。

と
述
べ
、
往
生
行
は
称
名
念
仏
で
あ
る
こ
と
と
、
阿
弥
陀
仏
は
平
等

慈
悲
に
よ
っ
て
称
名
念
仏
の
一
行
を
本
願
と
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
念
仏
は
「
劣
難
」
で
は
な
く
「
勝
易
」
で
あ

り
、
阿
弥
陀
仏
が
唯
一
選
択
さ
れ
た
本
願
行
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
『
選
択
集
』
の
十
三
章
に
は
、

つ
ら
つ
ら
『
経
』
の
意
を
尋
ぬ
れ
ば
、
こ
の
諸
行
を
以
て
付
属

し
流
通
せ
ず
。
た
だ
念
仏
の
一
行
を
以
て
す
な
わ
ち
後
世
に
付
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属
し
流
通
せ
し
む
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
釈
尊
諸
行
を
付
属
し

た
ま
わ
ざ
る
所
以
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
弥
陀
の
本
願
に
非
ざ
る

が
故
な
り
。
ま
た
念
仏
を
付
属
し
た
ま
う
所
以
は
、
す
な
わ
ち

こ
れ
弥
陀
の
本
願
な
る
が
故
な
り７

。

と
説
か
れ
て
い
る
。
釈
尊
は
諸
行
を
付
属
さ
れ
ず
念
仏
の
一
行
を
付

属
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
理
由
と
し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願

で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
選
択
集
』
の
第
十
四
章
で
は
、

私
に
問
う
て
曰
く
、
何
が
故
ぞ
六
方
諸
仏
の
証
誠
、
た
だ
念
仏

の
一
行
に
局
る
や
。
答
え
て
曰
く
、
も
し
善
導
の
意
に
依
れ
ば
、

念
仏
は
こ
れ
弥
陀
の
本
願
な
り
。
故
に
こ
れ
を
証
誠
す
。
余
行

は
爾
ら
ず
、
故
に
こ
れ
無
し８

。

と
述
べ
、
六
方
諸
仏
の
証
誠
は
念
仏
の
一
行
に
限
る
と
し
、
理
由
と

し
て
善
導
に
意
に
よ
れ
ば
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
て

い
る
。

　

さ
ら
に
『
選
択
集
』
第
十
三
章
に
お
い
て
は
、

諸
余
の
雑
行
は
、
彼
の
国
に
生
じ
が
た
し
。
―
中
略
―
少
善
根

と
は
、
多
善
根
に
対
す
る
の
言
葉
な
り
。
し
か
れ
ば
即
ち
、
雑

善
は
こ
れ
少
善
根
な
り
、
念
仏
は
多
善
根
な
り
。
―
中
略
―
ま

た
大
小
の
義
あ
り
。
謂
は
く
雑
善
は
こ
れ
小
善
根
な
り
、
念
仏

は
大
善
根
な
り
。
ま
た
勝
劣
の
義
あ
り
。
謂
は
く
雑
善
は
こ
れ

劣
の
善
根
な
り
、
念
仏
は
こ
れ
勝
の
善
根
な
り９

。

　

と
説
か
れ
、
念
仏
は
多
善
根
・
大
善
根
・
勝
善
根
で
あ
り
、
雑
善

は
少
善
根
・
小
善
根
・
劣
善
根
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
念
仏
と
諸
行
は
、

　
念
仏
―
阿
弥
陀
仏
の
本
願
行
　
　
釈
尊
付
属
の
行
　
　
諸
仏
証
誠
の
行

　
諸
行
―
阿
弥
陀
仏
の
非
本
願
行
　
釈
尊
不
付
属
の
行
　
諸
仏
不
証
誠
の
行

と
い
う
質
的
な
相
違
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
善
根
功
徳
に
お
い
て

は
「
念
仏
―
多
善
根
・
大
善
根
・
勝
善
根
、
雑
善
―
少
善
根
・
小
善

根
・
劣
善
根
」
と
い
う
大
き
な
相
違
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
よ
り
、
往
生
浄
土
の
た
め
に
凡
夫
が
修
す
る
べ
き
行
は
念
仏
一
行

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
で
は
、
法
然
は
、
念
仏
以
外
の
諸
善

根
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
非

本
願
行
・
不
付
属
の
行
・
不
証
誠
の
行
」
で
あ
る
諸
行
（
諸
善
根
）

を
修
す
る
こ
と
は
、
否
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

【
法
然
の
説
く
諸
善
根
】

　

以
下
、
法
然
の
説
く
諸
善
根
に
つ
い
て
「
①
廃
悪
修
善
に
つ
い
て
、

②
持
戒
・
孝
養
に
つ
い
て
、
③
余
善
に
つ
い
て
、
④
念
仏
者
の
あ
り

方
、
⑤
よ
り
多
く
念
仏
が
申
せ
る
た
め
に
」
と
い
う
点
よ
り
考
察
し
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て
み
た
い
。

　

ま
ず
「
①
廃
悪
修
善
に
つ
い
て
」
み
て
み
よ
う
。『
禅
勝
房
伝
説

の
詞
』
に
は
、

本
願
の
念
仏
に
は
一
人
立
ち
を
せ
さ
せ
て
助
を
さ
さ
ぬ
な
り
。

助
さ
す
程
の
人
は
極
楽
の
辺
地
に
生
ま
る
。
助
と
申
す
は
智
慧

を
も
助
に
さ
し
、
持
戒
を
も
助
に
さ
し
、
道
心
を
も
助
に
さ
し
、

慈
悲
を
も
助
に
さ
す
な
り
。
そ
れ
に
善
人
は
善
人
な
が
ら
念
仏

し
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
念
仏
し
て
、
た
だ
生
ま
れ
つ
き
の
ま

ま
に
て
念
仏
す
る
人
を
念
仏
に
助
さ
さ
ぬ
と
は
申
す
な
り
。
さ

り
な
が
ら
も
悪
を
改
め
て
善
人
と
な
り
て
念
仏
せ
ん
人
は
仏
の

御
意
に
契
う
べ
し11

。

と
説
か
れ
て
い
る
。
法
然
は
、
本
願
の
念
仏
は
何
か
を
助
け
と
す
る

の
で
は
な
く
、
念
仏
自
体
が
一
人
立
ち
を
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
善
人
は
善
人
な
が
ら
、
悪
人
は
悪

人
な
が
ら
と
い
う
生
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
の
念
仏
を
説
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
「
さ
り
な
が
ら
も
悪
を
改
め

て
善
人
と
な
り
て
念
仏
せ
ん
人
は
仏
の
御
意
に
契
う
べ
し
」
と
い
う

一
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
法
然
が
仏
の
御
意
に
か
な
う
と
し
て
、
悪
か

ら
善
へ
転
換
し
て
念
仏
す
る
こ
と
の
根
拠
を
仏
辺
（
仏
の
側
）
に
求

め
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
悪
を

改
め
て
善
人
と
な
っ
て
念
仏
を
修
す
る
」
こ
と
が
本
願
で
は
な
い
も

の
の
、
阿
弥
陀
仏
の
意
に
か
な
う
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
②
持
戒
・
孝
養
に
つ
い
て
」
は
、『
熊
谷
の
入
道
へ
つ
か
は
す
御

返
事
』
に
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

さ
れ
は
持
戒
の
行
ハ
、
佛
の
本
願
ニ
あ
ら
ぬ
行
な
れ
ハ
、
た
へ

た
ら
ん
に
し
た
か
ひ
て
、
た
も
た
せ
た
ま
ふ
へ
く
候
。
け
う
や

う
（
孝
養
）
の
行
も
佛
の
本
願
に
あ
ら
す
、
た
へ
ん
に
し
た
か

ひ
て
、
つ
と
め
さ
せ
お
ハ
し
ま
す
へ
く
候11

。

　

こ
こ
で
法
然
は
、「
持
戒
・
孝
養
」
に
つ
い
て
、
本
願
の
行
で
な

い
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
、
で
き
る
範
囲
で
持
ち
修
す
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
然
は
非

本
願
で
あ
る
「
持
戒
・
孝
養
」
に
対
し
て
、
否
定
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
必
要
な
し
と
も
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
念
仏

＝
本
願
行
（
往
生
行
）」
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
諸
善
根

（
余
善
・
諸
行
）
を
修
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
法
然
の
諸
善
根
に
対
す
る
姿
勢
と
い
う
も
の
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
い
っ
た
法
然
の
姿
勢
は
、『
十
二
箇
条
の
問
答
』
に
お
け
る

「
③
余
善
に
つ
い
て
」
の
説
示
の
中
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

問
い
て
い
わ
く
、
念
仏
の
外
の
余
善
を
ば
往
生
の
業
に
あ
ら
ず
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と
て
修
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
事
あ
り
。
こ
れ
は
し
か
る
べ
し
や
。

答
え
て
い
わ
く
、
譬
え
ば
人
の
道
を
行
く
に
主
人
一
人
に
つ
き

て
多
く
の
眷
属
の
行
く
が
ご
と
し
。
往
生
の
業
の
中
に
念
仏
は

主
人
な
り
、
余
の
善
は
眷
属
な
り
。
し
か
り
と
い
い
て
余
善
を

嫌
う
ま
で
は
あ
る
べ
か
ら
ず12

。

　

す
な
わ
ち
「
往
生
行
＝
念
仏
」
で
あ
る
が
、
余
善
（
諸
善
根
）
に

対
し
て
往
生
の
業
で
は
な
い
か
ら
修
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
で

は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
往
生
行
は
念
仏
で
あ
る
が
、
他
の
善
根

を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
往
生
行
＝
念
仏
」
を
踏
ま

え
た
上
で
の
諸
善
根
を
肯
定
す
る
と
い
う
の
が
法
然
の
立
場
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
『
十
二
の
問
答
』
に
は
、

問
い
て
い
わ
く
、
余
仏
余
経
に
つ
き
て
善
根
を
修
せ
ん
人
に
結

縁
助
成
し
そ
う
ら
わ
ん
事
は
雑
行
と
申
し
そ
う
ろ
う
べ
き
か
。

答
う
、
我
が
心
弥
陀
仏
の
本
願
に
乗
じ
決
定
往
生
の
信
を
取
る

上
に
は
、
他
の
善
根
に
結
縁
助
成
せ
ん
事
は
全
く
雑
行
に
な
る

べ
か
ら
ず
。
我
が
往
生
の
助
業
と
な
る
べ
き
な
り
。
他
の
善
根

を
随
喜
讃
歎
せ
よ
と
釈
し
た
ま
え
る
を
も
て
心
得
べ
き
事
な
り13

。

と
説
か
れ
て
い
る
。
決
定
往
生
信
を
得
た
後
は
、
他
の
善
根
が
単
に

雑
行
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
助
業
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
④
念
仏
者
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
は
、『
念
仏
往
生
義
』

に
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

無
益
の
こ
の
世
を
祈
ら
ん
と
て
大
事
の
後
世
を
忘
る
る
事
は
さ

ら
に
本
意
に
あ
ら
ず
。
後
生
の
た
め
に
念
仏
を
正
定
の
業
と
す

れ
ば
、
こ
れ
を
閣
き
て
余
の
行
を
修
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
一

向
専
念
な
れ
と
は
勧
む
る
な
り
。
た
だ
し
念
仏
し
て
往
生
す
る

に
不
足
な
し
と
い
い
て
、
悪
業
を
も
憚
ら
ず
、
行
ず
べ
き
慈
悲

を
も
行
ぜ
ず
、
念
仏
を
も
励
ま
ざ
ら
ん
事
は
、
仏
教
の
掟
に
相

違
す
る
な
り
。
譬
え
ば
父
母
の
慈
悲
は
善
き
子
を
も
悪
し
き
子

を
も
育
め
ど
も
善
き
子
を
ば
悦
び
、
悪
し
き
を
ば
嘆
く
が
ご
と

し
。
仏
は
一
切
衆
生
を
哀
れ
み
て
善
き
を
も
悪
し
き
を
も
度
し

た
ま
え
ど
も
、
善
人
を
見
て
は
悦
び
悪
人
を
見
て
は
悲
し
み
た

ま
え
る
な
り
。
よ
き
地
に
よ
き
種
を
播
か
ん
が
ご
と
し
。
か
ま

え
て
善
人
に
し
て
し
か
も
念
仏
を
も
修
す
べ
し
。
こ
れ
を
真
実

に
仏
教
に
随
う
者
と
い
う
な
り14

。

　

ま
ず
法
然
が
、
後
生
の
大
事
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
念
仏
を
修
す
る

こ
と
を
、
第
一
義
と
し
て
い
る
点
は
き
ち
ん
と
押
さ
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
け
れ
ど
も
念
仏
を
修
し
て
往
生
す
る
か
ら
不
足
は
な
い
と

し
て
、「
悪
業
を
憚
ら
ず
」「
行
ず
べ
き
慈
悲
を
行
ぜ
ず
」・「
念
仏
を

励
ま
な
い
事
」
は
、
仏
教
の
掟
に
相
違
す
る
と
し
て
い
る
。
父
母
は
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善
き
子
に
も
悪
し
き
子
に
も
慈
悲
を
そ
そ
ぐ
が
、
善
き
子
を
見
て
は

悦
び
悪
し
き
子
を
見
て
は
嘆
く
よ
う
に
、
阿
弥
陀
様
は
善
悪
の
衆
生

を
救
済
さ
れ
る
が
、
善
人
を
見
て
は
悦
び
悪
人
を
見
て
は
悲
し
む
の

で
あ
る
。「
善
人
と
な
っ
て
念
仏
を
修
す
る
」
こ
と
を
、
真
実
に
仏

教
に
随
う
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
説
は
、
直
接
的
に

は
仏
が
悪
を
悲
し
み
善
を
喜
ぶ
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、「
慈

悲
行
」
が
仏
教
の
掟
と
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
諸
人
伝
説
の
こ
と
ば
』
に
は
、「
⑤
よ
り
多
く
念
仏
が
申
せ
る
た

め
に
」
と
い
う
視
点
よ
り
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

現
世
を
過
ぐ
べ
き
様
は
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
過
ぐ
べ
し
。
念

仏
の
妨
に
な
り
ぬ
べ
く
ば
、
何
な
り
と
も
万
を
厭
い
捨
て
て
こ

れ
を
止
む
べ
し
。
―
中
略
―
衣
食
住
の
三
は
念
仏
の
助
業
な
り
。

こ
れ
す
な
わ
ち
自
身
安
穏
に
し
て
念
仏
往
生
を
遂
げ
ん
が
た
め

に
は
何
事
も
み
な
念
仏
の
助
業
な
り
。
―
中
略
―
も
し
念
仏
の

助
業
と
思
わ
ず
し
て
身
を
貪
求
す
る
は
、
三
悪
道
の
業
と
な
る
。

極
楽
往
生
の
念
仏
申
さ
ん
が
た
め
に
自
身
を
貪
求
す
る
は
往
生

の
助
業
と
な
る
べ
き
な
り
。
万
事
か
く
の
ご
と
し15

。

　

法
然
は
、
現
世
と
は
、
念
仏
が
よ
り
称
え
ら
れ
る
た
め
に
過
ご
す

べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
よ
り
多
く
念
仏
が
申
せ
る
行
い
は
、

念
仏
の
助
業
で
あ
る
と
し
、
念
仏
を
称
え
ら
れ
る
自
分
を
求
め
る
こ

と
は
、
往
生
の
助
業
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
助
業
と
は
正
定
業
を
助
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
な
往
生

浄
土
の
行
で
は
な
い
。
ま
た
、
助
業
と
は
正
定
業
の
不
足
を
補
助
す

る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
そ
の
行
者
を
正
定
業
で
あ
る
称
名
念
仏

の
一
行
に
徹
す
る
よ
う
に
方
向
づ
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の

一
説
よ
り
、
社
会
実
践
が
称
名
念
仏
の
一
行
に
徹
す
る
よ
う
に
方
向

づ
け
る
た
め
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
お
わ
り
に
】

　

法
然
が
『
大
胡
太
郎
へ
遣
わ
す
御
返
事
』
に
お
い
て
、

た
だ
御
身
一
つ
に
ま
ず
よ
く
よ
く
往
生
を
願
い
て
念
仏
を
励
ま

せ
た
ま
い
て
、
位
高
き
往
生
を
遂
げ
て
急
ぎ
娑
婆
に
還
り
て
人

を
ば
導
か
せ
た
ま
え16

。

と
説
い
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
法
然
は
往
生
を
願

っ
て
念
仏
に
励
み
、
位
の
高
い
往
生
を
遂
げ
て
、
急
い
で
娑
婆
に
還

っ
て
人
々
を
導
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
往
生
後
の
還
相

を
願
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
娑
婆
に
生
き
る
私
達
は
凡
夫
で

あ
っ
て
、
人
々
を
導
け
る
菩
薩
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
娑
婆
の
人
々
を
導
く
た
め
に
こ
そ
往
生
浄
土
を
願
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う
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
穢
土
に
生
き
る
私
達
凡
夫

の
修
す
る
諸
行
（
諸
善
根
）
は
「
無
漏
の
大
善
」
で
は
な
く
、
正
し

く
「
有
漏
の
小
善
」
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

法
然
浄
土
教
に
お
い
て
ま
ず
整
理
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
阿
弥

陀
仏
の
本
願
に
基
づ
い
て
「
往
生
行
＝
念
仏
」
と
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
釈
尊
の
付
属
も
諸
仏
の
証
誠
も
念
仏
が
阿
弥
陀
仏

の
本
願
で
あ
る
故
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
社
会
実
践
を
考
え
る
に

際
し
て
も
、「
往
生
行
＝
念
仏
」
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
の

議
論
が
大
切
で
あ
る
。

　

ま
た
『
逆
修
説
法
』
六
七
日
に
「
娑
婆
の
外
に
極
楽
あ
り
、
我
が

身
の
外
に
阿
弥
陀
仏
ま
し
ま
す
と
説
き
て
、
此
の
界
を
厭
い
、
彼
の

国
に
生
じ
て
無
生
忍
を
得
ん
と
の
旨
を
明
か
す
な
り17

」
と
あ
る
よ
う

に
、
法
然
は
現
世
を
穢
土
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、「
浄
仏

国
土
」
と
い
う
こ
と
を
、
社
会
実
践
の
理
論
的
根
拠
に
す
え
る
こ
と

は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
一
方
で
「
浄
仏
国
土
」
を
目

指
す
宗
派
が
教
義
に
基
づ
い
て
浄
土
宗
よ
り
も
積
極
的
に
社
会
実
践

を
行
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
い

え
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
浄
土
宗
の
こ
れ
ま
で
の

社
会
活
動
に
お
い
て
は
、「
娑
婆
＝
穢
土
」
と
い
う
教
義
が
逆
に
、

娑
婆
の
不
完
全
性
を
認
識
さ
せ
る
方
向
に
作
用
し
た
と
見
な
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
つ
ま
り
、
浄
仏
国
土
を
説
く

故
に
、「
娑
婆
即
浄
土
」
と
い
う
現
状
肯
定
論
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）

　

法
然
の
教
え
よ
り
社
会
実
践
の
理
論
的
根
拠
を
見
出
す
な
ら
ば
、

①
廃
悪
修
善
の
生
活
の
中
で
念
仏
を
称
え
る
こ
と
は
、
阿
弥
陀

仏
の
意
に
か
な
う
。

②
持
戒
・
孝
養
等
は
、
本
願
で
は
な
い
が
、
で
き
る
範
囲
で
持

つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

③
「
往
生
行
＝
念
仏
」
を
踏
ま
え
た
上
で
諸
善
根
は
肯
定
さ
れ

る
。（
決
定
往
生
信
を
得
た
後
は
、
他
の
善
根
が
助
業
と
な

る
）

④
慈
悲
行
は
仏
教
の
掟
で
あ
る
。

⑤
よ
り
多
く
念
仏
を
申
せ
る
行
い
は
、
念
仏
の
助
業
で
あ
る
。

→
念
仏
の
助
業
と
し
て
の
社
会
実
践
。

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
～
⑤
は
、
現
世
に
お
け
る
私
達
の
あ

り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
う
な
ら
ば
、「
往
生
行
＝
念

仏
」
と
い
う
こ
と
踏
ま
え
て
い
る
な
ら
ば
、
諸
善
根
は
肯
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
往
生
浄
土
を
第
一
義
と
す
る
法
然
に
と
っ
て
諸
善
根
が

念
仏
に
優
先
す
る
こ
と
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

念
仏
を
修
す
る
中
で
諸
善
根
を
修
め
る
こ
と
は
、
法
然
の
説
く
と
こ
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ろ
な
の
で
あ
る
。

註１　
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
浄
土
宗
聖
典
版
）
二
十
一
頁

２　
『
同
右
』
二
二
頁

３　
『
同
右
』
二
十
二
～
二
十
三
頁

４　
『
同
右
』
二
十
四
頁

５　
『
同
右
』
二
四
頁

６　
『
同
右
』
二
五
頁

７　
『
同
右
』
七
六
頁

８　
『
同
右
』
八
〇
頁

９　
『
同
右
』
七
八
頁

11　
『
浄
土
宗
聖
典
』
四
巻
・
四
八
六
～
四
八
七
頁

11　
『
昭
法
全
』
五
三
五
頁

12　
『
浄
土
宗
聖
典
』
四
巻
・
四
四
六
頁

13　
『
浄
土
宗
聖
典
』
四
巻
・
四
三
四
頁

14　
『
浄
土
宗
聖
典
』
四
巻
・
五
二
七
頁

15　
『
浄
土
宗
聖
典
』
四
巻
・
四
八
七
頁

16　
『
浄
土
宗
聖
典
』
四
巻
、
四
〇
六
～
四
〇
七
頁
。

17　
『
昭
法
全
』
二
七
一
～
二
七
二
頁
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１
、
は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
現
代
の
社
会
で
「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
理
念
の
も
と
福

祉
活
動
を
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
仏
教
思
想
を
根
底
と

し
て
活
動
す
べ
き
な
の
か
を
模
索
す
る
事
を
目
的
と
し
、
特
に
浄
土

教
に
特
化
し
た
福
祉
活
動
と
は
、
ど
の
よ
う
な
思
想
を
も
と
に
し
た

活
動
で
あ
る
べ
き
な
の
か
を
論
じ
て
行
き
た
い
と
思
う
。
具
体
的
に

は
、
法
然
の
浄
土
教
思
想
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
受
容
す
べ
き
な
の

か
を
、
法
然
の
門
弟
の
姿
勢
を
て
が
か
り
と
し
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

本
稿
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
、
法
然
面
授
の
門
弟
と
し
て
知
ら
れ
る

聖
光
上
人
（
一
一
六
二
～
一
二
三
八
、
以
下
敬
称
略
）
の
思
想
を
通

じ
て
論
じ
て
行
く
事
に
す
る
。

２
、
方
法

　

ま
ず
、
聖
光
の
ど
の
よ
う
な
思
想
を
て
が
か
り
と
し
て
論
じ
て
い

く
か
を
整
理
し
た
い
。
聖
光
は
自
著
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
思
想
を

根
底
と
し
て
福
祉
活
動
を
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
は

い
な
い
。
そ
れ
は
、
聖
光
が
法
然
か
ら
受
け
継
い
だ
教
説
は
、
口
称

念
仏
の
行
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
に

主
題
が
あ
り
、
口
称
念
仏
行
以
外
の
行
は
往
生
す
る
た
め
に
必
要
な

行
で
は
な
い
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
行
を
「
諸
行
」
と
し
て
扱
っ
て
い

る
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
代
の
社
会
で
「
福
祉
活

動
」
と
さ
れ
る
も
の
は
、
口
称
念
仏
行
以
外
の
「
諸
行
」
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
第
一
に
聖
光

は
こ
の
「
諸
行
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
の
か
、「
諸

行
」
と
深
い
関
係
を
持
つ
「
修
善
」
に
関
す
る
聖
光
の
見
解
を
通
じ

浄
土
宗
祖
師
の
教
説
と
福
祉
思
想
③　

聖
光

郡　

嶋　

昭　

示
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て
見
て
行
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
第
二
に
、
近
代
に
お
け
る
仏
教

福
祉
に
お
い
て
そ
の
根
底
と
な
る
仏
教
思
想
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り

上
げ
ら
れ
る１

「
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
の
思
想
を
、
聖
光
は
自
著

『
徹
選
択
集
』
に
お
い
て
論
じ
て
お
り
、
聖
光
は
こ
の
思
想
を
ど
う

扱
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。
そ
し
て
、
第
三
に
聖
光
が
自
ら

実
践
し
た
「
福
祉
活
動
」
と
位
置
付
け
ら
れ
る
活
動
に
は
ど
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
で

実
践
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を
検
討
し
た
い
。
以
上
、
三
点
の
検
討
を

通
じ
て
聖
光
の
福
祉
思
想
を
論
じ
て
行
き
た
い
と
思
う
。

３
、「
修
善
」
に
対
す
る
見
解

　

聖
光
の
「
修
善
」（
善
行
を
修
す
る
こ
と
）
に
関
す
る
説
示
は
、

師
法
然
の
説
示
と
大
き
く
変
わ
る
事
は
な
く
、
往
生
行
と
し
て
「
修

善
」
を
用
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
姿
勢
を
基
本
と
し
て
い
る
。
し
か

し
善
行
を
修
す
る
こ
と
は
諸
仏
共
通
の
教
説
で
あ
る
た
め
、
往
生
浄

土
の
行
と
は
関
係
無
く
修
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
見
解
を
示

し
て
い
る
。
例
え
ば
、『
浄
土
宗
要
集
』（
以
下
『
西
宗
要
』）「
第
四　

専
雑
二
修
得
失
事
」
に
、
問
い
の
部
分
で

七
仏
通
戒
ノ

偈
ニ
、
諸
悪
莫
作
諸
善
奉
行
、
自
浄
其
意
是
諸
仏

教
ト
文
、
善
根
ト
云
フ
善
根
、
功
徳
ト
云
フ
功
徳
ハ
是
レ
諸
仏
ノ
教
ヘ
也
。

諸
仏
ノ
本
願
也
。
雑
行
ノ
功
徳
ヲ
造
ル
ヲ
仏
ハ
ワ
ル
シ
ト
思
食
シ
タ

ル
歟２
。

と
い
い
、
諸
仏
は
み
な
廃
悪
修
善
を
説
く
の
に
阿
弥
陀
仏
は
こ
れ
を

説
か
な
い
の
か
と
の
問
い
に
対
し
て
、

答
、
如
クレ
前
ノ
。
総
別
ノ
二
願
ア
リ
。
法
門
無
尽
誓
願
知
ト
云
ハ
者

是
レ

総
願
也
。
亦
云
フ二
通
願
ト
モ

一

。
法
蔵
菩
薩
此
ノ
総
願
ヲ
発
ス
上
ニ

於
テ
、
衆
生
ヲ
易
行
易
度
ニ
生
死
ヲ
出
シ
極
楽
ニ
往
生
セ
シ
メ
ン
カ
為
ニ
、

亦
別
願
ヲ
発
シ
給
ヘ
ル
也
。
通
願
ハ
一
切
ノ
諸
仏
同
ク
発
シ
玉
フ
３。

と
い
っ
て
、
仏
が
（
成
仏
以
前
に
）
発
す
誓
願
に
は
総
と
別
の
二
種

が
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
を
含
む
諸
仏
は
み
な
総
願
と
し
て
廃
悪
修
善
を

説
い
て
お
り
、
そ
の
上
で
阿
弥
陀
仏
は
往
生
浄
土
の
誓
願
を
別
願
と

し
て
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏

も
廃
悪
修
善
を
説
く
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
修
善
自
体
を
否
定
す

る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、『
西
宗
要
』「
第

十
三　

観
経
定
善
機
事
」
で
『
観
経
』
の
定
善
十
三
観
を
「
諸
功

徳
」
で
あ
る４

と
し
た
上
で
、

有
人
ノ
云
、
有
人
ハ
韋
提
ノ
無
生
ヲ
手
本
ト
兎
、
我
等
モ
証
得
無
生
ト

可
キレ
習
フ
也
。
韋
提
ト
少
モ
タ
カ
ハ
ス
ヒ
ト
シ
キ
者
ト
思
ヘ
ト
教
エ
候
ハ

如
何
。

師
ノ

云
、
サ
ル
事
ア
ラ
ハ
ヤ
。
赴
機
能
引
ト

云
フ

事
ヲ

不
ルレ

知
也
。
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増
上
慢
コ
サ
ン
ナ
レ
。
無
生
忍
ハ
次
キ
也
。
先
ツ
六
根
浄
ヲ
タ
ニ
モ
日

本
二
得
ル
人
無
シ
５。

と
い
っ
て
、
念
仏
行
以
外
の
諸
行
（
散
善
の
行
）
で
往
生
す
る
こ
と

は
釈
迦
の
会
座
に
い
た
韋
提
希
に
限
ら
れ
、
我
々
が
諸
行
に
よ
る
往

生
を
願
う
こ
と
は
「
増
上
慢
」
で
あ
り
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
と
し
て
い
る
な
ど
、
往
生
を
願
う
称
名
念
仏
行
こ
そ
修
す
る

べ
き
行
で
あ
る
と
し
、
往
生
浄
土
の
た
め
に
諸
行
を
修
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
た
だ
し
念
仏
の
助
け
と
な
る

「
助
業
」
と
し
て
の
「
諸
行
」
に
つ
い
て
は

辨
阿
カ
私
案
ニ
云
ク
、
正
行
ヲ
以
テ
只
一
向
ニ
往
生
ノ
行
ト
セ
ヨ
ト
勸
二

進
シ
之
ヲ一
給
。
雜
行
ヲ
一
向
ニ
制
シレ
之
ヲ
給
フ
、
助
業
ハ
中
ニ
取
ル
事
ナ
レ
ハ

任
ス二
人
ノ
意
ニ一
。
６

と
い
っ
て
、
人
の
意
に
任
せ
る
と
し
て
お
り
、
念
仏
の
助
け
に
な
る

行
な
ら
ば
行
じ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

助
業
ト

云
フ

者
、
是
レ

助
ク
ル
ノ

二

正
業
ヲ一

用
心
也
。
依
レ

之
慧
心
ノ

先

徳
ハ
助
念
方
法
ノ
下
ニ
七
ノ
用
心
ヲ
立
ツ
。一
ニ
ハ
方
処
供
具
、
二
ニ
ハ
修

行
相
貌
、
三
ニ
ハ

対
治
懈
怠
、
四
ニ
ハ

止
悪
修
善
、
五
ニ
ハ

懺
悔
衆

罪
、
六
ニ
ハ
対
治
魔
事
、
七
ニ
ハ
総
結
要
行
文
。
是
レ
助
業
用
心
也７
。

と
い
い
、「
助
業
」
に
つ
い
て
「
正
業
」（
念
仏
の
行
）
を
助
け
る
用

心
で
あ
る
と
し
て
、『
往
生
要
集
』
の
「
止
悪
修
善
」
を
含
む
「
助

念
方
法
」
の
説
を
引
用
し
て
い
る
な
ど
、
や
は
り
念
仏
の
助
け
と
な

る
「
修
善
」
な
ら
ば
む
し
ろ
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
例
と
し
て
、

念
仏
ヲ

為
ス
ル

レ

本
ト

上
ニ
、
余
法
ヲ

助
業
ト
シ

給
也
。
善
導
モ

自
行
ニ
ハ

念
仏
之
上
ニ

或
説
法
シ
、
造
リ二

堂
塔
ヲ一
、
浄
土
ノ

変
相
三
百
余
鋪

書
キレ
之
ヲ
給
ト
云
ヘ
リ
。８

と
も
い
っ
て
、
念
仏
行
を
根
本
と
し
た
上
で
そ
れ
以
外
の
行
は
念
仏

の
助
業
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
い
、
善
導
が
念
仏
を
修
し
な
が
ら
他

の
諸
行
を
修
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
例
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
聖
光
は
修
善
に
つ
い
て
念
仏
を
助
け
る
助
業
と

し
て
修
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
が
う
か
が
え
る
。

４
、
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
の
思
想
に
対
す
る
見
解

　

次
に
、
近
代
の
仏
教
福
祉
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
浄
仏

国
土
成
就
衆
生
の
思
想
に
つ
い
て
聖
光
の
見
解
を
見
て
み
た
い
。
近

代
の
仏
教
福
祉
に
お
い
て
は
渡
辺
海
旭
や
矢
吹
慶
輝
等
の
人
師
が
浄

仏
国
土
の
思
想
を
基
底
と
し
て
、
菩
薩
が
仏
国
土
を
浄
め
衆
生
を
化

他
す
る
こ
と
を
、
成
仏
す
る
た
め
の
菩
薩
行
と
し
て
修
す
る
と
い
う

こ
の
思
想９

を
も
と
に
、
衆
生
化
他
の
福
祉
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
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従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
聖
光
は
『
徹
選
択
集
』
下
巻
に
お
い
て

こ
の
思
想
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る11

。
聖
光
は

『
徹
選
択
集
』
下
巻
の
冒
頭
で
、

問
曰
、
念
佛
三
昧
ト
ハ
者
何
ノ
義
ソ
ヤ
乎
。

答
曰
、
念
佛
三
昧
ト
ハ
者
是
レ
不
離
佛
之
義
也
。

問
曰
、
不
離
佛
ト
ハ
者
何
ノ
義
ソ
ヤ
乎
。

答
曰
、
不
離
佛
ト
ハ
者
値
遇
佛
之
義
也
。

問
曰
、
値
遇
佛
ト
ハ
何
ノ
義
ソ
ヤ
乎
。

答
曰
、
値
遇
佛
者
ト
ハ
因
地
下
位
之
菩
薩
ハ
必
ス
値
二
遇
地
上
位

之
如
來
ニ一
、
刹
那
片
時
モ
不
ル
コ
ト

レ

遠
離
ス
ヘ
カ
ラ

二

佛
ヲ一
、
譬
ハ
如
シ二
嬰
兒

ノ
不
ル
カ

レ

離
レ
母
ヲ
也11
。

と
い
い
、
念
仏
三
昧
と
は
不
離
仏
・
値
遇
仏
で
あ
る
と
い
い
、
下
位

の
菩
薩
が
必
ず
仏
の
も
と
を
刹
那
片
時
も
離
れ
な
い
こ
と
と
通
ず
る

も
の
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、

問
曰
、
似
位
ノ

菩
薩
ハ

者
、
未
タレ

断
二

無
明
ヲ一
、
未
タレ

顕
二

法
性
ヲ一
。

是
ノ
故
ニ
、
為
ニ下
断
シ二
無
明
ヲ一
顕
ン
カ

中

法
性
ヲ上
必
ス
値
二
遇
ス
ル
仏
ニ一
也
。
尤

モ
有
二
其
ノ
理
一
。
但
シ
於
二
真
位
ノ
菩
薩
ニ一
者
、
已
ニ
断
シ二
無
明
ヲ一
証
ス二

法
性
ヲ一
也
。
何
ソ
必
ス
値
遇
ス
ル

二

仏
ニ一
乎12
。

と
い
っ
て
、
下
位
で
あ
る
似
位
の
菩
薩
が
仏
に
値
遇
す
る
の
は
理
解

で
き
る
が
、
上
位
で
あ
る
真
位
の
菩
薩
が
な
ぜ
仏
に
値
遇
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
か
と
問
い
、

答
曰
、
真
位
ノ
菩
薩
モ
、
必
ス
値
遇
ス
ル
ヿ

二

仏
ニ一
者
、
是
レ
為
下
従
リ二
一

仏
国
一
至
リ二
一
仏
国
ニ一
、
浄
メ二
仏
国
土
ヲ一
成
中
就
セ
ン
カ
衆
生
ヲ上
也13

と
い
っ
て
、
真
位
の
菩
薩
は
、
多
く
の
仏
国
で
そ
の
国
土
を
浄
め
、

衆
生
を
教
化
す
る
こ
と
が
必
要
な
行
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
い
、
上
位

の
菩
薩
の
行
と
し
て
「
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
の
思
想
を
取
り
上
げ

て
い
る
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
、
称
名
念
仏
行
に
よ
る
念
仏
三
昧

と
は
、
刹
那
片
時
も
忘
れ
る
こ
と
な
く
称
名
念
仏
行
を
修
す
る
こ
と

が
、
菩
薩
が
仏
に
値
遇
し
て
刹
那
片
時
も
離
れ
な
い
こ
と
と
同
様
の

意
味
を
持
つ
行
で
あ
り
、
称
名
念
仏
行
が
菩
薩
行
と
何
ら
変
わ
り
の

な
い
行
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
お
い
て
、
こ
の
思
想
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
聖
光
は
こ
の
思
想
を
自
著
で
引
用

し
な
が
ら
も
、
往
生
を
願
う
我
々
衆
生
が
修
す
る
べ
き
行
で
あ
る
と

は
説
い
て
い
な
い
の
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
浄
土
宗
の
教
義
を
基

底
と
し
た
福
祉
活
動
に
は
、「
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
の
思
想
を
応

用
す
る
こ
と
は
注
意
を
必
要
と
す
る
と
い
え
よ
う
。

５
、
聖
光
の
福
祉
実
践　

―
臨
終
行
儀
と
往
生
の
善
知
識
―

　

で
は
最
後
に
上
述
の
よ
う
な
教
説
を
主
張
し
て
き
た
聖
光
が
、
自

ら
福
祉
活
動
と
考
え
ら
れ
る
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
か
否
か
と
い
う
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点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
本
稿
で
は
「
福
祉
活
動
」
を
聖
光
所
説

の
「
助
業
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
諸
行
」
の
実
践
例
の
整
理
を
通

じ
て
検
討
を
行
い
た
い
。

　

聖
光
が
実
践
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
確
た
る
証
拠
は
な
い
も

の
の
恐
ら
く
は
実
践
し
た
で
あ
ろ
う
活
動
と
し
て
、
臨
終
行
儀
の
実

践
が
あ
る
。
聖
光
は
『
西
宗
要
』
の
「
第
五
十　

臨
終
行
儀
事
」
に

お
い
て
そ
の
実
践
方
法
に
つ
い
て
細
か
く
説
示
し
て
い
る
。
臨
終
行

儀
は
法
然
の
浄
土
教
思
想
に
お
い
て
「
往
生
の
た
め
に
は
実
践
す
る

必
要
は
な
い14

」
と
さ
れ
て
い
る
行
で
あ
り
、
こ
れ
を
積
極
的
に
説
い

た
の
は
聖
光
の
特
徴
的
な
思
想
で
あ
る
と
い
え
る
。
聖
光
が
説
い
た

臨
終
行
儀
の
実
践
法
・
善
知
識
の
あ
り
方
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ

る
。・

答
、
酒
ノ
ミ
タ
ラ
ン
人
ヲ
近
ク
不
レ
可
レ
寄
ス
、
況
ヤ
善
知
識
ニ
セ
ン

ヲ
ヤ
。
酒
肉
五
辛
ハ
是
レ
所
之レ
忌
ム
。
食
シ
タ
ラ
ン
人
ヲ
不
レ
可
二
近
カ
付
ク一
15。

・
為
ニ
ハ

レ

仏
ノ

焼
キレ

香
ヲ
、
散
シレ

華
ヲ
、
鳴
シレ

金
ヲ
、
懸
ケレ

旛
ヲ
、
燃
シレ

灯
ヲ
、

読
ミ二
経
教
ヲ一
、
申
ス
ハ

二

念
仏
ヲ一
是
レ
仏
ノ
来
リ
給
フ
来
迎
ノ
善
縁
也
。
魔

業
来
ル
縁
ト
者
灯
ヲ
ト
モ
サ
ス
闇
闇
タ
ル
冥
闇
ハ
是
レ
鬼
ノ
来
ル
縁
也
。

香
ニ

有
リレ

二
、
善
香
ヲ

香
ト

云
ヒ
、
悪
香
ヲ

ク
サ
シ
ト
云
フ
、
ク
サ

キ
ヲ
縁
ト
シ
テ
魔
ハ
来
ル
也
。
旛
ハ
者
ハ
タ
ノ
カ
セ
ト
イ
ハ
悪
香
ヲ

吹
キ
散
シ
善
香
ヲ
吹
キ
出
ス
也
。
故
ニ
以
テレ
旛
ヲ
仏
ノ
来
リ
玉
フ
縁
ト
ス
ル
也
。

諸
法
随
テレ
縁
ニ
起
ル
ト
云
フ
事
如
シレ
此
ノ
。
善
道
ハ
悪
縁
ヲ
制
シ
給
フ
也11

・
問
、
観
念
法
門
ニ

付
テレ

明
ス
ニ

二

臨
終
行
儀
ヲ一
、
爾
者
西
方
ノ

行
者
臨

終
ノ
時
ハ
木
像
画
像
ノ
本
尊
ヲ
可
ヤ二
安
置
ス一
乎
。
答
、
可
二
安
置
ス一
。
11

　

こ
の
よ
う
に
聖
光
は
臨
終
行
儀
に
つ
い
て
説
示
し
て
い
る
。
し
か

し
、
法
然
が
往
生
の
た
め
に
は
必
要
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
聖
光
が
臨
終
行
儀
に
つ
い
て
力
説
し

た
の
か
と
い
う
点
が
問
題
で
あ
る
。
私
は
以
前
こ
の
点
に
つ
い
て
論

じ
た
こ
と
が
あ
り11

、
恐
ら
く
聖
光
は
往
生
の
た
め
に
臨
終
行
儀
は
全

く
必
要
な
い
と
い
う
法
然
の
思
想
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
し
か
し
臨
終

行
儀
を
修
す
る
余
裕
が
あ
る
状
態
で
臨
終
時
を
迎
え
た
者
や
、
臨
終

行
儀
を
修
し
た
い
と
願
う
も
の
に
対
し
て
は
、
よ
り
阿
弥
陀
仏
の
浄

土
を
願
う
気
持
ち
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
考
え
得
る
最
高
の
形
を

提
供
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
の
も
と
に
こ
の
説
示
を
し

た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
舎
弟
三

明
坊
が
聖
光
の
目
の
前
で
突
然
苦
し
み
だ
し
、
生
死
の
境
を
さ
ま
よ

う
と
い
う
事
件
を
体
験
し
、
自
ら
が
何
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
経

験11

が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
聖
光
は
往
生
を
願
う
者
の
臨
終
時
に
際
し
、
よ
り

良
い
臨
終
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
臨
終
行
儀
と
い
う
形
で
活
動
を
す

べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
の
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往
生
を
基
本
と
し
た
「
助
業
」
と
し
て
の
活
動
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
聖
光
の
福
祉
思
想
に
つ
い
て
、「
修
善
」（
諸
行
）
に
関
す

る
説
示
と
、
近
代
の
仏
教
福
祉
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
浄
仏
国

土
成
就
衆
生
」
の
思
想
に
つ
い
て
整
理
を
行
い
、
そ
し
て
聖
光
が
実

際
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
手
が
か
り
と

し
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
検
討
結
果
を
見
る
と
、
聖
光

は
仏
教
の
通
規
と
し
て
善
を
修
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
し
た
う

え
で
、
称
名
念
仏
の
助
け
と
な
る
「
助
業
」
と
し
て
善
を
修
す
る
べ

き
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
実
際
に
は
臨
終
時
に
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ

の
往
生
を
願
う
気
持
ち
を
高
め
る
た
め
の
行
を
実
践
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
の
思
想
は
、

我
々
が
こ
の
思
想
の
示
す
と
お
り
に
行
を
行
ず
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
全
く
説
く
こ
と
は
な
い
た
め
、
思
想
の
扱
い
に
は
注
意
を
要

し
、「
修
善
」
は
や
は
り
往
生
浄
土
の
助
け
に
な
る
行
で
あ
り
、
念

仏
の
「
助
業
」
と
し
て
修
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
が
一
貫
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
臨
終
行
儀
の
説
示
か
ら
見

て
も
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
聖
光
の
福
祉
思
想

を
見
る
と
す
る
な
ら
ば
、
菩
薩
道
と
し
て
修
す
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
念
仏
の
「
助
業
」
と
し
て
修
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

１　

渡
辺
海
旭
、
矢
吹
慶
輝
な
ど
の
浄
土
宗
教
師
の
福
祉
理
念
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
二
節
に
つ
い
て
は
芹
川
博
通

『
仏
教
と
福
祉
︱
共
済
主
義
と
共
生
主
義
︱
』（
芹
川
博
通
著
作

集
七
、
北
樹
出
版
・
二
〇
〇
八
）
等
参
照
。

２　
『
浄
全
』
一
〇
・
一
四
五
頁
上

３　
『
浄
全
』
一
〇
・
一
四
五
頁
下

４　
『
西
宗
要
』「
第
十
五　

双
巻
経
三
輩
散
善
事
」
で
、『
無
量
寿

経
』
の
上
輩
者
に
説
か
れ
る
「
修
諸
功
徳
」
に
つ
い
て
、「
問
、

双
巻
経
意
、
三
輩
機
倶
是
散
善
乎
、
ハ
タ
定
善
亙
可
云
乎
。
答

云
云
。
難
云
、
只
限
散
善
不
亙
定
善
言
者
、
道
理
不
可
然
。」

（『
浄
全
』
一
〇
・
一
六
八
頁
下
）
と
い
い
、『
無
量
寿
経
』
の

三
輩
は
『
観
経
』
で
い
う
散
善
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

５　
『
浄
全
』
一
〇
・
一
六
七
頁
上

６　
『
浄
全
』
一
〇
・
一
六
一
頁
上

７　
『
浄
全
』
一
〇
・
二
三
八
頁
下

８　
『
浄
全
』
一
〇
・
一
四
二
頁
上

９　
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
經
』
に
「
從
一
佛
國
至
一
佛
國
。
成
就
衆
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生
淨
佛
國
土
。
乃
至
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。」（
正
蔵
八
・
二

三
七
頁
・
上
）
と
あ
り
、

11　

高
橋
弘
次
氏
「
徹
選
訳
集
の
思
想
」（『
仏
教
文
化
研
究
』
三
〇

号
・
一
九
八
五
年
、
の
ち
『
続
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
喜
房

佛
書
林
・
二
〇
〇
五
に
収
録
）・
藤
本
浄
彦
氏
「
聖
光
上
人
に

お
け
る
『
仏
離
仏
値
遇
仏
』
の
思
想
―
宗
教
的
実
存
の
視
点
か

ら
︱
」（『
源
智
辨
長
良
忠　

三
上
人
研
究
』
三
上
人
御
忌
記
念

出
版
会
・
一
九
八
七
年
）

11　
『
浄
全
』
七
・
九
八
頁
上

12　
『
浄
全
』
七
・
九
八
頁
上

13　
『
浄
全
』
七
・
九
八
頁
上

14　
『
念
仏
往
生
要
義
抄
』
に
「
難
じ
て
い
は
く
。
最
後
の
一
念
は

百
年
の
業
に
す
ぐ
れ
た
り
と
見
え
た
り
。
い
か
む
。
答
て
い
は

く
。
…
中
略
…
平
生
よ
り
念
仏
申
し
て
往
生
を
願
ふ
人
の
事
を

ば
、
と
も
か
く
も
さ
ら
に
沙
汰
に
お
よ
ば
ぬ
事
也
。」（『
昭
法

全
』
六
八
六
～
七
）
と
い
っ
て
平
生
に
念
仏
を
修
し
て
い
る
者

は
臨
終
の
一
念
は
全
く
問
題
で
は
な
い
と
し
、『
百
四
十
五
箇

条
問
答
』
に
は
「
善
知
識
に
あ
は
す
と
も
、
臨
終
お
も
ふ
様
な

ら
ず
と
も
、
念
仏
申
さ
ば
往
生
す
べ
し
。」（『
昭
法
全
』
六
五

七
頁
）
と
い
い
、
臨
終
が
理
想
通
り
に
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て

も
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
な
ど
、
各
所
で
臨
終

行
儀
（
臨
終
時
の
一
念
）
の
必
要
性
を
否
定
し
て
い
る
。

15　
『
浄
全
』
一
〇
・
二
一
一
頁
下

11　
『
浄
全
』
一
〇
・
二
一
二
頁
上

11　
『
浄
全
』
一
〇
・
二
一
二
頁
下

11　

拙
稿
、「
聖
光
『
浄
土
宗
要
集
』
に
見
ら
れ
る
聖
光
教
学
の
独

自
性
︱
臨
終
行
儀
を
め
ぐ
っ
て
︱
」（
大
正
大
学
大
学
院
研
究

論
集
三
三
号
・
二
〇
〇
九
年
）

11　

良
忠
の
『
決
答
鈔
』
に
「
生
年
三
十
二
ノ
之
比
ロ
、
舎
弟
三
明
房

阿
闍
梨

依
テレ

病
ニ
死
シ
入
ル
事
、
自
二
申
ル
ノ
時
許
リ一
及
フ二
于
火
ヲ
燃
ス
之
時
ニ一
、
即
チ

見
テ二
眼
前
ノ
之
無
常
ヲ一
、
忽
チ
覚
テ二
生
死
之
可
一レ
厭
フ
、
而
抛
テ二
年
来

所
学
之
法
門
ヲ一
、
偏
ニ

求
二

終
時
往
生
ノ

之
行
法
ヲ一
。」（『
浄
全
』

一
〇
・
二
八
頁
・
下
～
二
九
頁
・
上
）
と
い
っ
て
、
舎
弟
三
明

房
の
病
に
よ
っ
て
死
に
入
る
様
を
見
て
世
の
無
常
を
感
じ
た
と

あ
る
。
こ
の
説
示
が
『
聖
光
上
人
伝
』
で
は
「
親
見
二
舎
弟
三
明

闍
梨

絶
入
一
従
申
至

而
蘇
生

」（『
浄
全
』
一
七
・
三
八
一
頁
・
上
）
と
い
っ
て

「
絶
入
」、
つ
ま
り
悶
絶
し
た
様
を
伝
え
て
お
り
、
こ
こ
で
は
後

に
蘇
生
し
た
と
あ
る
が
親
し
い
舎
弟
が
苦
し
み
死
に
至
る
様
を

現
に
目
撃
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
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一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
浄
土
宗
祖
師
の
な
か
で
も
特
に
第
三
祖
然
阿
良
忠
上
人

（
以
下
祖
師
の
敬
称
を
略
す
）
の
教
説
と
そ
の
福
祉
思
想
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
大
前
提
と
し
て
良
忠
の
教
説
と
は
い
う
も
の
の
、
一
器

の
水
を
一
器
に
う
つ
す
が
如
く
法
然
、
聖
光
と
三
代
相
承
さ
れ
た
そ

の
教
説
に
先
の
二
祖
の
そ
れ
と
根
幹
に
お
い
て
大
き
く
相
違
点
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
現
代
社
会
に
お
い
て
浄
土
宗
教

師
が
福
祉
活
動
を
行
う
中
で
、
い
か
な
る
仏
教
思
想
を
根
底
に
お
き

な
が
ら
活
動
す
べ
き
か
は
大
変
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
う

相
承
さ
れ
て
き
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
今
日
に
お
い
て
は
必
要
で

は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
良
忠
の
教
説
は
欠

か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
良
忠
の
書
物
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
こ
の
よ
う
な
基
本
姿
勢
の
も
と
、
本
発
表
で
は
ま
ず
、「
浄

仏
国
土
成
就
衆
生
」
の
思
想
に
関
し
て
良
忠
が
い
か
な
る
論
を
展
開

す
る
か
考
察
し
、
そ
の
後
に
『
看
病
用
心
鈔
』
に
見
ら
れ
る
良
忠
の

教
説
と
福
祉
思
想
を
見
て
い
き
た
い
。
良
忠
は
記
主
と
も
呼
ば
れ
る

ほ
ど
に
膨
大
の
著
作
を
有
す
る
が
、
中
で
も
『
看
病
用
心
鈔
』
は
浄

土
信
仰
に
基
づ
く
仏
教
看
護
実
践
に
関
す
る
書
物
と
し
て
有
名
で
あ

り
、
現
代
に
お
け
る
福
祉
活
動
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
福
祉
思
想
を

根
底
と
し
て
活
動
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
点
に
着
目
す
る
の
に
好

材
料
で
あ
ろ
う
。

二
、
良
忠
に
お
け
る
「
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」

　

近
代
に
お
い
て
重
要
な
福
祉
理
念
の
一
つ
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り

上
げ
ら
れ
る
「
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
に
関
し
て
良
忠
は
『
徹
選
択

鈔
』
に
お
い
て
、

　

淨
佛
國
土
成
就
衆
生
。
可
聞
口
傳
事

浄
土
宗
祖
師
の
教
説
と
福
祉
思
想
④　

良
忠

永　

田　

真　

隆
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口
傳
云
三
賢
菩
薩
在
界
内
佛
世
時
値
佛
佛
滅
後
生
人
天
。
人
中

出
三
家
一
刹
利
家
。
二
婆
羅
門
家
。
三
居
士
家
也
。
此
故
三
賢

位
雖
分
有
淨
土
之
行
其
行
不
自
在
。
至
地
上
從
一
佛
國
至
一
佛

國
淨
佛
國
土
成
就
衆
生
也
。
今
法
藏
菩
薩
爲
構
報
土
立
願
給
正

是
可
地
上
眞
因
位
。
又
方
便
感
化
正
體
感
報
彼
土
若
報
地
上
發

願
勿
論
也
。〈
云
云
〉
問
其
淨
佛
國
土
等
修
因
如
何
。
答
大
品

經
有
淨
土
品
往
生
品
此
兩
品
其
相
委
悉
也
。
先
淨
土
行
者
從
麤

至
細
修
萬
行
爲
其
因
。
初
行
十
善
止
十
惡
淨
其
心
爲
淨
土
之
業
。

如
此
乃
至
修
無
相
第
一
義
空
治
有
相
之
行
業
隨
行
業
深
土
彌
淨
。

從
一
佛
國
至
一
佛
國
歷
事
諸
佛
淨
土
。
成
就
衆
生
者
一
一
佛
邊

習
難
思
濟
度
之
方
便
彼
土
衆
生
結
縁
以
爲
成
佛
之
時
所
化
。
是

其
淨
佛
國
土
成
就
衆
生
之
行
因
也
。
行
願
若
成
唱
自
行
成
佛
之

時
化
他
之
成
道
同
時
構
土
利
生
事
。
如
天
月
出
影
現
萬
水
。

〈
云
云
〉1

と
述
べ
、
さ
ら
に
は
、

　

淨
佛
國
土
成
就
衆
生
。
一
義
二
義
事

問
淨
佛
國
土
者
淨
依
報
淨
土
成
就
衆
生
者
化
正
報
衆
生
。
其
二

義
分
明
也
。
何
強
立
傍
正
之
義
答
同
異
乎
。
答
大
品
經
有
淨
土

品
有
往
生
品
淨
土
品
淨
佛
國
土
本
文
往
生
品
成
就
衆
生
本
文
也
。

然
其
二
品
中
互
明
淨
佛
國
土
成
就
衆
生
一
往
彼
此
似
一
義
故
存

此
分
別
也
。
文
互
通
淨
土
品
中
淨
佛
國
土
爲
正
。
往
生
品
中
成

就
衆
生
爲
正
淨
佛
國
土
爲
傍
。
再
往
約
兩
品
正
意
彼
此
二
義
也

先
師
被
立２

。

と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
良
忠
の
「
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
の
捉
え

方
に
つ
い
て
藤
本
淨
彦
氏
は
、

二
祖
は
念
仏
一
行
の
世
界
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
、
例
え
ば
、

「
念
仏
三
昧
と
は
不
離
仏
の
義
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
と
ら
え

る
が
、
三
祖
に
お
い
て
は
「
二
義
一
義
」
の
こ
と
と
し
て
、
概

念
整
理
の
場
に
そ
れ
を
置
き
、
極
め
て
観
念
的
に
考
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
大
乗
仏
教
の
根
本
精
神
と
し
て
の
「
浄

仏
国
土
成
就
衆
生
」
の
思
想
に
直
参
す
る
と
い
う
主
体
的
態
度

で
は
な
し
に
、
浄
土
念
仏
門
の
視
野
か
ら
知
的
還
元
の
方
向
で

と
ら
え
る
態
度
で
あ
る
と
い
え
る３

。

と
述
べ
、「
三
祖
良
忠
上
人
の
浄
仏
国
土
の
思
想
は
、
二
祖
上
人
に

お
け
る
ほ
ど
の
深
い
思
想
的
な
展
開
は
み
ら
れ
な
い
」
と
す
る
。
こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
い
っ
て
良
忠
の
教
説
に
お
い
て
「
浄
仏
国
土
」

の
思
想
を
現
代
の
福
祉
活
動
に
応
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
あ

る４

。
し
か
し
な
が
ら
良
忠
は
現
代
の
福
祉
活
動
に
お
い
て
特
に
注
目

さ
れ
る
書
物
を
著
し
て
い
る
。
そ
れ
が
次
節
に
述
べ
る
『
看
病
用
心

鈔
』
で
あ
る
。
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三
、『
看
病
用
心
鈔
』
に
お
け
る
福
祉
思
想

　
『
看
病
用
心
鈔
』
は
浄
土
信
仰
に
基
づ
く
仏
教
看
護
実
践
に
関
す

る
書
物
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
先
学
に
よ
る
先
行
研
究
も
す
で
に
た

く
さ
ん
見
受
け
ら
れ
る
の
で５

、
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
ま
ず
冒
頭
で
、

敬
知
識
看
病
の
人
に
申
上
候
。
往
生
極
楽
ハ
こ
れ
一
大
事
の
因

縁
な
り
。
も
し
知
識
の
慈
悲
勧
誘
の
ち
か
ら
に
あ
ら
す
よ
り
は
、

こ
の
一
大
事
を
成
就
す
る
事
あ
ら
む
や
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
病

者
ハ
知
識
に
お
き
て
、
仏
の
思
ひ
を
な
し
、
知
識
ハ
病
者
に
お

き
て
、
一
子
の
慈
悲
た
る
へ
し
、
と
い
へ
り
。
し
か
れ
ハ
、
す

な
わ
ち
、
病
者
某
甲
ら
の
所
存
の
お
も
む
き
を
し
ろ
し
め
て
、

病
に
ふ
さ
ん
は
し
め
よ
り
、
命
の
つ
き
む
お
は
り
ま
て
、
御
用

心
候
へ
き
事
と
も
を
、
し
る
し
申
し
を
き
候６

。

と
述
べ
、
看
病
人
と
病
者
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る７

。
つ
ま

り
そ
の
関
係
は
親
子
の
よ
う
な
利
害
を
越
え
た
信
頼
関
係
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
病
に
ふ
し
た
時
か
ら
命
の
つ
き
る
終
わ
り
ま

で
ど
の
よ
う
な
心
構
え
で
看
病
を
す
べ
き
か
を
し
め
す
と
い
う
。

　

ま
た
次
に
十
九
ヶ
条
を
挙
げ
て
、
病
者
の
部
屋
の
し
つ
ら
え
（
仏

の
安
置
の
仕
方
）、
看
病
人
自
身
の
心
得
（
人
数
、
配
役
、
酒
肉
五

辛
を
避
け
る
こ
と
）、
看
病
人
の
病
者
に
対
す
る
時
の
心
得
（
妄
念

を
お
こ
さ
せ
な
い
、
苦
痛
の
緩
和
、
遺
言
、
称
名
念
仏
を
す
す
め
る
、

断
息
の
際
に
目
を
離
さ
な
い
）、
面
会
に
来
た
人
へ
の
対
応
な
ど
を

具
体
的
か
つ
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は

す
へ
て
病
ひ
つ
か
む
は
し
め
よ
り
、
知
識
看
病
の
両
三
人
（
看

病
人
）
の
外
は
、
親
も
疎
も
、
人
を
よ
せ
給
ふ
ま
し
く
候
。
い

は
む
や
、
妻
子
な
む
と
は
、
ゆ
め
ゆ
め
ち
か
つ
け
給
ふ
ま
し
く

候
。（
第
三
条８

）

と
、
あ
る
い
は
、

呉
々
も
こ
の
三
人
（
看
病
人
）
の
外
ハ
、
余
人
を
よ
せ
、
悪
縁

を
ち
か
つ
け
給
ふ
へ
か
ら
す
候
。
お
の
つ
か
ら
、
と
ふ
ら
い
き

た
る
人
あ
り
と
も
、
外
よ
り
あ
ひ
し
ら
ひ
て
、
帰
し
て
、
内
へ

ハ
い
れ
ら
れ
る
へ
か
ら
す
。
や
ま
ひ
も
見
く
る
し
く
候
。
病
者

の
申
置
た
る
む
ね
な
り
と
候
へ
。（
第
四
条９

）

と
妄
念
を
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
に
、
面
会
に
来
た
人
は
お
ろ
か
、
妻

子
で
さ
え
も
近
づ
け
な
い
よ
う
に
と
述
べ
る
。
ま
た
こ
の
他
に
、
病

者
が
魚
な
ど
を
食
べ
た
い
と
申
し
出
て
も
欲
心
を
押
さ
え
る
よ
う
に

さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
も
述
べ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
来
迎
を
蒙
り
、

極
楽
へ
往
生
す
る
た
め
の
処
置
で
あ
る
が
、
現
代
に
お
い
て
は
ク
オ
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リ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
）
の
観
点
か
ら
み
て
も
あ
ま
り

考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
本
書
が
先
行
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

か
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
服
部
敏
良
氏
は
本
書
を
医
学
書
と
位
置
づ
け

「
極
め
て
事
細
か
に
看
病
の
実
際
を
教
え
諭
し
て
い
る
が
こ
の
看
病

の
根
本
精
神
は
慈
悲
の
精
神
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
慈
悲
の
精
神
こ
そ
、
釈
迦
の
根
本
思
想
で
あ
っ
て
、
釈
迦

が
看
病
人
戒
と
し
て
弟
子
に
教
え
た
所
で
あ
り
、（
中
略
）
著
者
良

忠
が
、
こ
の
釈
迦
の
精
神
を
体
得
し
、
こ
の
精
神
を
基
と
し
て
看
病

の
実
際
面
に
つ
い
て
教
え
た
の
が
、
こ
の
用
心
抄
で
あ
る
。
誠
に
心

に
く
い
ま
で
に
看
病
の
実
際
を
記
し
た
良
書
で
あ
り
、
現
今
で
も
、

そ
の
ま
ま
適
用
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
看
病
書
と

し
て
は
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る10

」
と
指
摘
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
笹
田
教
彰
氏
は
「
仏
教
の
起
源

に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い

が
、
こ
こ
で
は
、
死
の
看
取
り
の
意
義
や
善
知
識
の
役
割
に
つ
い
て

は
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
そ
の
意
味
で
は
、
わ
が
国
に
お
け

る
仏
教
の
具
体
的
な
機
能
が
、
看
過
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る11

」
と
述
べ
、「『
看
病
用
心
鈔
』
の
特
質
性
を
検
討
す

る
場
合
、
病
者
の
往
生
を
と
げ
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
な
が
ら
も
、

死
を
看
と
る
側
（
こ
こ
で
は
善
知
識
）
が
病
に
対
し
て
細
心
の
注
意

を
払
っ
て
い
る
と
い
う
点
、
つ
ま
り
「
臨
終
行
儀
」
と
看
病
と
が
密

接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
点
に
こ
そ
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
、
む

し
ろ
そ
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る12

」
と
述
べ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
本
書
は
病
気
を
完
治
さ
せ
て
か
ら
社
会
復
帰
を
目
指

す
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
死
を
迎
え
よ
う
と
い
う
人
を
前

に
い
か
に
往
生
で
き
る
か
と
い
う
宗
教
的
救
済
を
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
病
と
闘
う
と
い
う
態
度
で
は
な
く
病
と
と
も
に
生
き
る
、

そ
し
て
死
ん
で
い
く
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
慈
愛
に
満
ち
た
看
護
と

い
う
姿
勢
と
は
若
干
異
な
る
厳
し
さ
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
病
者
の
臨
終
に
お
い
て
ど
う
し
て
ほ
し
い
か
な
ど
の
要
望
を

執
着
心
で
あ
る
と
い
ま
し
め
、
欲
に
よ
っ
て
心
が
乱
れ
る
こ
と
を
禁

じ
て
い
る
。
臨
終
に
お
け
る
正
念
が
往
生
の
可
否
を
決
定
付
け
る
重

要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
当
時
に
お
い
て
、
法
然
が
平

生
に
念
仏
に
よ
っ
て
仏
の
来
迎
を
蒙
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
念
を
得
、

往
生
を
遂
げ
る
と
い
う
新
た
な
考
え
を
示
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
が
、
良
忠
も
法
然
と
同
じ
く
本
書
で
、

日
来
の
功
に
よ
り
て
、
臨
終
に
ハ
、
仏
来
迎
し
給
へ
し
。
仏
の

来
迎
を
見
た
て
ま
つ
り
、
護
念
力
を
蒙
に
よ
り
て
、
正
念
に
住

し
て
念
仏
し
て
、
往
生
の
素
懐
を
と
く
へ
し
、
と
心
え
て
候
な
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り
。
し
か
る
あ
ひ
た
、
平
生
の
時
よ
り
、
最
後
の
念
に
い
た
る

ま
て
、
た
た
ほ
と
け
た
す
け
た
給
へ
と
、
お
も
ふ
こ
の
存
念
な

り
。（
第
十
五
条13

）

と
述
べ
て
、
平
生
の
念
仏
に
よ
っ
て
臨
終
に
は
仏
の
来
迎
を
蒙
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
正
念
に
な
り
往
生
す
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の

上
で
臨
終
の
善
知
識
を
す
す
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
臨
終
の

念
仏
を
す
す
め
る
。
こ
れ
は
と
も
す
れ
ば
矛
盾
す
る
態
度
の
よ
う
に

思
わ
れ
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
矛
盾
は
三
愛
を
恐
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
悪
縁
を
避
け
る
よ
う
に
配
慮
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
あ
え
て
悪
縁
と
親
し
く
す
る
の
で
は

な
く
、
来
迎
に
あ
た
り
勝
縁
、
善
縁
と
親
し
く
す
る
に
越
し
た
こ
と

は
な
い
と
い
う
態
度
で
あ
る
。

　

さ
て
、
福
祉
と
は
「
人
間
の
生
活
の
共
同
を
と
お
し
て
幸
福
を
得

る
こ
と11

」
で
あ
ろ
う
が
、
何
を
「
幸
福
」
と
考
え
る
か
と
言
え
ば
本

書
の
中
で
は
西
方
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
が
基
本
と
な
る
。
病
者
が
ど

う
し
た
い
か
を
差
し
置
い
て
も
往
生
が
優
先
さ
れ
る
。
勿
論
、
病
者

自
身
の
信
仰
と
い
う
面
か
ら
考
え
れ
ば
往
生
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ

る
は
ず
で
あ
る
か
ら
病
者
の
気
持
ち
を
優
先
さ
せ
て
い
る
と
も
言
え

る
。
現
代
に
お
い
て
は
病
者
の
世
俗
的
な
希
望
を
か
な
え
る
こ
と
こ

そ
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
考
え
、
そ
れ
を
妨
げ
る
本
書
の
よ
う
な
看
病
人

の
姿
勢
は
な
か
な
か
理
解
し
が
た
い
が
、
世
俗
を
超
越
し
た
と
こ
ろ

に
病
者
の
希
望
が
あ
り
、
そ
れ
が
共
通
認
識
に
な
っ
て
い
る
本
書
内

の
状
況
に
お
い
て
は
先
の
姿
勢
は
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

姿
勢
こ
そ
が
良
忠
に
お
け
る
福
祉
活
動
の
姿
勢
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
『
看
病
用
心
鈔
』
に
見
ら
れ
る
福
祉

思
想
の
源
泉
は
通
仏
教
で
は
な
く
浄
土
宗
独
自
の
教
説
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
通
仏
教
的
な
慈
悲
で
は
な
く
浄
土
宗
の
教

義
に
則
し
た
形
の
幸
い
の
形
を
良
忠
は
見
て
い
る
。
法
然
は
延
命
も

病
苦
を
取
り
除
く
こ
と
も
、
す
べ
て
念
仏
を
称
え
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
と
し
、
究
極
的
に
は
念
仏
を
基
本
と
し
て
考
え
る
わ
け
だ
が
、

良
忠
の
態
度
も
こ
れ
と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
小
結

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
良
忠
の
「
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
理
解
は

な
か
な
か
現
代
の
福
祉
活
動
に
直
結
さ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

『
看
病
用
心
鈔
』
に
お
い
て
は
現
代
の
福
祉
活
動
に
お
い
て
参
考
と

す
べ
き
姿
勢
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
ど
の
よ
う
な
理
念
を
も

っ
て
看
病
人
た
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
近
年
、

個
別
の
宗
派
色
を
色
濃
く
反
映
さ
せ
る
仏
教
福
祉
が
見
直
さ
れ
つ
つ

あ
る
の
だ
が11

こ
こ
に
お
い
て
良
忠
の
思
想
が
有
効
に
な
っ
て
く
る
の
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
今
回
改
め
て
『
看
病
用
心
鈔
』
を
読
み
、
本
書
に
お
け
る
病

者
に
対
す
る
心
遣
い
の
細
や
か
さ
に
大
変
驚
か
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ

現
代
の
浄
土
宗
教
師
は
ど
れ
ほ
ど
ま
で
こ
の
よ
う
な
気
を
配
り
つ
つ

目
の
前
の
人
と
接
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
と

同
時
に
、
大
い
に
こ
れ
を
自
ら
の
反
省
材
料
と
し
た
い
と
思
う
と
こ

ろ
で
あ
る
。

※
註

１　
『
浄
全
』
七
巻
一
一
五
～
六
頁
。

２　
『
浄
全
』
七
巻
一
二
〇
頁
。

３　

藤
本
淨
彦
「
良
忠
上
人
に
お
け
る
「
浄
仏
国
土
」
の
思
想
」

（『
良
忠
上
人
研
究
』）

４　

藤
本
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
良
忠
の
仏
教
思
想

の
特
徴
を
し
て
“
百
科
全
集
的
思
考
”
で
あ
る
と
と
ら
え
る
。

５　

主
な
も
の
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

鷲
尾
教
導
「
良
忠
禅
師
撰
と
伝
ふ
る
『
看
病
用
心
鈔
』
に
つ
い

て
」（『
仏
教
史
学
』
三
一
八
、
一
九
一
三
）

鈴
木
（
玉
山
）
成
元
「
看
病
用
心
鈔
に
つ
い
て
」（『
佛
教
論

叢
』
八
、
一
九
六
〇
）

鈴
木
（
玉
山
）
成
元
「
看
病
用
心
鈔
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴

史
』
一
三
九
、
一
九
六
〇
）

伊
藤
真
徹
「『
看
病
用
心
』
に
つ
い
て
」（『
佛
教
論
叢
』
一
三
、

一
九
六
九
）

玉
山
成
元
「『
看
病
用
心
鈔
』
の
価
値
」（『
中
世
浄
土
宗
教
団

史
の
研
究
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
〇
）

玉
山
成
元
「
良
忠
上
人
著
『
看
病
用
心
鈔
』
に
つ
い
て
」（『
良

忠
上
人
研
究
』
良
忠
上
人
研
究
会
、
一
九
八
六
）

笹
田
教
彰
「『
看
病
用
心
鈔
』
の
一
考
察
―
看
取
り
の
意
義
と

善
知
識
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
三
上
人
御
遠
忌
記
念
出

版
会
編
『
源
智
・
弁
長
・
良
忠　

三
上
人
研
究
』
同
朋
社
、

一
九
八
七
）

関
根
透
「
鎌
倉
僧
医
の
医
の
倫
理
観
（
一
）『
看
病
用
心
鈔
』

へ
の
序
章
」（『
鶴
見
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
、
一

九
九
七
）

関
根
透
「
鎌
倉
僧
医
の
医
の
倫
理
観
（
二
）
三
種
の
『
看
病
用

心
鈔
』
の
写
本
に
つ
い
て
」（『
鶴
見
大
学
佛
教
文
化
研
究
所

紀
要
』
三
、
一
九
九
八
）

関
根
透
「
鎌
倉
僧
医
の
医
の
倫
理
観
（
三
）『
看
病
用
心
鈔
』

の
作
者
に
つ
い
て
」（『
鶴
見
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
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五
、
二
〇
〇
〇
）

服
部
敏
良
『
鎌
倉
時
代
医
学
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九

六
四

伊
藤
真
徹
『
日
本
浄
土
教
文
化
史
研
究
』
隆
文
館
、
一
九
七
五

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
―
』
北
辰
堂
、
一
九

九
三

６　

前
掲
関
根
［
一
九
九
八
］、
三
五
頁
。

	

　

さ
て
本
書
の
写
本
は
三
本
存
在
す
る
。
一
つ
目
は
滋
賀
県
安

土
・
浄
厳
院
所
蔵
本
で
あ
り
、
こ
の
活
字
版
は
『
良
忠
上
人
研

究
』
な
ど
の
中
に
示
さ
れ
る
。
二
つ
目
は
京
都
・
常
楽
寺
の
今

小
路
覚
真
氏
所
蔵
本
で
あ
り
、
こ
の
活
字
版
は
『
日
本
浄
土
教

文
化
史
研
究
』
の
中
に
浄
厳
院
本
と
後
述
す
る
金
沢
文
庫
本
と

対
照
さ
れ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
目
は
金
沢
文
庫
所
蔵
本
で

あ
る
。
こ
れ
は
一
九
五
三
年
に
当
時
の
金
沢
文
庫
長
で
あ
っ
た

熊
原
政
男
氏
が
大
正
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
石
井
教

道
氏
書
写
の
『
看
病
用
心
鈔
』
を
転
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ

の
活
字
版
は
関
根
透
「
鎌
倉
僧
医
の
医
の
倫
理
観
（
二
）
三
種

の
『
看
病
用
心
鈔
』
の
写
本
に
つ
い
て
」（『
鶴
見
大
学
仏
教
文

化
研
究
所
紀
要
』
三
）
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
安

土
・
浄
厳
院
本
を
引
用
す
る
が
、
他
二
本
と
対
照
し
や
す
い
為

に
関
根
透
「
鎌
倉
僧
医
の
医
の
倫
理
観
（
二
）
三
種
の
『
看
病

用
心
鈔
』
の
写
本
に
つ
い
て
」（『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所

紀
要
』
三
）
に
載
る
も
の
を
利
用
す
る
。

７　

本
書
に
お
け
る
「
看
病
人
」
と
「
善
知
識
」
の
用
語
使
用
の
区

別
に
つ
い
て
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
笹
田
氏
は
前
掲

論
文
に
お
い
て
本
書
内
で
は
一
見
看
病
人
と
善
知
識
を
使
い
分

け
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
が
明
確
な
区
別

は
困
難
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
た
め
本
稿
で
は
「
病
者
」
に
対

す
る
「
看
病
人
」
と
し
て
特
に
善
知
識
と
区
別
せ
ず
に
使
用
す

る
。

８　

前
掲
関
根
［
一
九
九
八
］、
三
七
頁
。
括
弧
内
は
筆
者
。

９　

前
掲
関
根
［
一
九
九
八
］、
三
七
～
三
八
頁
。
括
弧
内
は
筆
者
。

10　

前
掲
服
部
論
文
、
一
六
五
頁
。

11　

前
掲
笹
田
論
文
、
三
八
八
頁
。

12　

同
、
三
六
六
頁
。

13　

前
掲
関
根
［
一
九
九
八
］、
四
六
～
四
七
頁
。

11　

日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
編
『
仏
教
社
会
福
祉
辞
典
』
二
五
六

頁
。

11　

拙
稿
「
仏
教
福
祉
の
研
究
動
向
」（『
仏
教
福
祉
』
一
三
、
二
〇
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一
〇
）

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
良
忠
、
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
、『
徹
選
択
鈔
』、『
看

病
用
心
鈔
』
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一
、
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
一
一
三
三
―
一
二
一
二
、
以
下
尊
称
略
）
や
近
世
浄

土
宗
で
活
躍
し
た
捨
世
派
僧
に
お
け
る
福
祉
的
思
想
に
つ
い
て
は
、

そ
の
言
説
に
み
ら
れ
る
臨
終
行
儀
や
施
財
供
養
な
ど
を
取
り
上
げ
た

先
行
研
究
が
す
で
に
存
在
す
る１

。
し
か
し
な
が
ら
、
浄
土
宗
中
興
の

祖
で
あ
り
、
日
本
中
世
後
期
以
降
の
浄
土
宗
僧
侶
養
成
の
基
礎
を
打

ち
立
て
た
七
祖
了
誉
聖
冏
（
一
三
四
一
―
一
四
二
〇
）
の
諸
著
作
に

お
い
て
、
福
祉
的
な
思
想
を
考
察
し
た
研
究
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
み

ら
れ
な
い
。

　

中
興
聖
冏
の
思
想
は
、
宗
祖
法
然
の
思
想
と
相
違
す
る
点
が
多
い

と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
、
他
宗
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
難
を
廃
し
て

法
然
の
教
え
の
超
勝
性
を
示
し
、
現
在
に
い
た
る
浄
土
宗
と
い
う
組

織
の
礎
を
形
成
し
た
の
は
聖
冏
で
あ
る
。
聖
冏
に
お
け
る
福
祉
的
思

想
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
中
世
後
期
以
降
の
浄
土
宗
僧
侶
が
学
び
得

た
浄
土
宗
学
の
う
ち
に
福
祉
的
思
想
が
含
ま
れ
て
い
た
か
否
か
を
探

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
大
正
期
に
社
会
事
業
家
と
し
て
も
活
躍
し
た
渡
辺
海
旭

（
一
八
七
二
―
一
九
三
三
）
は
、
法
然
の
教
説
を
論
じ
る
際
に
も
聖

冏
の
教
説
を
用
い
て
い
る２

。
海
旭
は
、
法
然
・
聖
冏
両
祖
の
思
想
の

異
同
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
、「
選
択
本
願
」「
大
悲
本
懐
」「
万
機

普
益
」
が
両
祖
の
一
致
す
る
点
で
あ
り
、
聖
冏
が
単
直
大
信
を
主
張

し
、
散
心
念
仏
を
正
宗
と
し
て
い
る
以
上
、
両
祖
の
思
想
は
一
致
符

合
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
海
旭
が
主
張
す
る
生
活
宗
教
と
し

て
の
浄
土
教
や
常
念
主
義
な
ど
は
、
両
祖
の
思
想
の
異
同
を
考
察
し

た
上
で
導
き
出
さ
れ
た
浄
土
宗
の
中
心
思
想
で
あ
り
、
こ
の
散
心
念

仏
を
相
続
す
る
常
念
主
義
の
な
か
に
福
祉
的
活
動
を
行
う
べ
き
で
あ

る
と
海
旭
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
海
旭
へ
の
影
響

浄
土
宗
祖
師
の
教
説
に
み
ら
れ
る
福
祉
思
想
⑤　

聖
冏

吉　

水　

岳　

彦
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か
ら
「
寓
宗
」
で
あ
り
「
大
乗
の
説
で
は
な
い
」
と
批
難
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た３

。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
旭
蓮
社
澄
円
が
『
夢
中
松
風

論
』
十
巻
や
『
浄
土
十
勝
箋
節
論
』
十
五
巻
、『
同
輔
助
義
』
四
巻

を
著
し
て
こ
れ
に
反
駁
す
る
も
、
一
宗
、
一
派
と
し
て
認
め
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た４

。
聖
冏
は
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
五
重
相
伝
を
制

定
し
、
円
頓
菩
薩
戒
の
相
承
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
、
浄
土
宗
僧
侶

た
る
も
の
が
必
ず
伝
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
宗
脈
・
戒
脈
と
い
う

相
伝
の
形
式
を
確
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
宗
の
宗
侶
養
成
の
基
礎

を
固
め
、
教
団
の
再
構
築
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
聖
冏
は

他
宗
か
ら
の
論
難
に
対
し
、
浄
土
宗
の
正
当
性
を
示
す
ば
か
り
で
な

く
、
浄
土
の
教
門
が
他
宗
の
教
義
を
超
絶
し
た
「
究
竟
窮
極
の
大

乗
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
教
判
を
確
立
す
る５

。
こ
れ
が
次
の
図
１
に

示
す
聖
冏
の
二
蔵
二
教
二
頓
教
判
で
あ
る６

。

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
聖
冏
に
お
け
る
福
祉
的
思
想
を
考
察
す
る
こ

と
は
、
浄
土
宗
義
の
現
代
的
応
用
を
考
え
る
際
に
必
要
な
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
法
然
・
聖
冏
両
祖
の
思
想
は
そ
の
根
底
で
一

致
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
に
立
ち
、
聖
冏
が
法
然
の
教
え
の
超

勝
性
を
示
す
た
め
に
強
調
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
教
説
の
う
ち
に
福
祉
的

思
想
が
み
ら
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
内
容
は
現
代

の
福
祉
活
動
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
か
、
そ
の
現

代
的
意
義
を
考
え
た
い
。

二
、
聖
冏
の
二
蔵
二
教
二
頓
教
判

　

聖
冏
の
教
説
の
も
っ
と
も
特
徴
的
な
点
は
そ
の
教
判
に
あ
る
。
聖

冏
の
活
躍
し
た
室
町
時
代
は
禅
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
時
代
で
あ
り
、

法
然
浄
土
教
は
夢
窓
疎
石
や
虎
関
師
錬
な
ど
と
い
っ
た
著
名
な
禅
僧

【
善
導
二
蔵
判
】

【
曇
鸞
二
道
判
】【
道
綽
二
門
判
】　

一
代
仏
教

声
聞
蔵（
小
乗
）

三
乗（
声
聞
・
辟
支
仏
・
菩
薩
）

菩
薩
蔵（
大
乗
）

漸
教

初
分
教
・
後
分
教

頓
教

性
頓（
理
頓
）

難
行
道
・
聖
道
門（
法
華
修
行
・
真
言
教
・
仏
心
宗
）

相
頓（
事
頓
）

易
行
道
・
浄
土
門

浄
土
宗

図
１
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聖
冏
は
善
導
の
釈
義
に
よ
っ
て
一
代
仏
教
を
菩
薩
蔵
と
声
聞
蔵
に

分
け
、
そ
の
う
ち
菩
薩
蔵
を
漸
教
と
頓
教
に
分
け
、
さ
ら
に
頓
教
を

性
頓
と
相
頓
と
に
分
け
て
い
る７

。
法
華
や
真
言
、
禅
の
教
え
は
す
み

や
か
に
悟
る
こ
と
が
で
き
る
頓
教
に
属
す
る
も
の
の
性
頓
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
浄
土
宗
の
教
え
は
相
頓
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。
こ

の
二
頓
の
異
な
り
に
つ
い
て
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』（
以
下
『
頌
義
』

と
略
す
）
に
は
、

性
頓
は
機
情
の
一
乘
な
る
が
故
に
解
會
を
待
ち
て
如
な
り
。
相

頓
は
佛
意
の
一
乘
な
る
が
故
に
解
會
を
待
た
ず
し
て
自
爾
に
如

な
り
。
機
情
の
一
乘
は
調
機
を
帯
び
る
が
故
に
還
り
て
格
を
超

え
ず
。
佛
意
の
一
乘
は
弘
願
を
開
く
故
に
超
に
し
て
而
も
亦
た

超
な
り
。
況
や
彼
の
即
身
も
猶
お
分
證
な
り
。
其
の
自
覺
の
心

を
以
て
佛
の
名
を
得
れ
ど
も
、
然
も
究
竟
大
牟
尼
の
位
に
は
非

ず
。
淨
土
の
得
果
、
豈
に
是
れ
爾
な
ら
ん
や８

。

と
あ
る
。
性
頓
の
教
え
は
一
切
衆
生
が
等
し
く
成
仏
で
き
る
教
え
で

は
あ
る
も
の
の
、
行
者
が
機
根
を
磨
い
て
法
の
了
解
会
得
を
待
た
ね

ば
真
如
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
相
頓
の
教
え

は
、
煩
悩
を
絶
た
な
い
凡
夫
も
仏
意
に
順
じ
て
称
名
念
仏
す
れ
ば
、

仏
が
一
切
衆
生
を
等
し
く
救
わ
ん
と
し
て
建
て
ら
れ
た
本
願
に
乗
じ

て
有
相
の
極
楽
浄
土
（
真
如
・
涅
槃
界
）
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
得
た
と
こ
ろ
証
果
に
つ
い
て
も
、
性
頓
で
は
成
仏

す
る
と
い
っ
て
も
一
分
の
証
悟
に
過
ぎ
な
い
が
、
浄
土
に
お
け
る
成

仏
は
真
に
仏
と
同
じ
位
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

今
此
の
相
頓
は
終
窮
の
極
談
、
濟
凡
の
秘
術
な
り
。
直
に
方
域

を
立
て
て
無
方
域
に
即
し
、
正
し
く
色
相
を
假
り
て
無
色
相
に

即
す
。
無
二
を
行
ず
る
こ
と
無
け
れ
ど
も
、
而
も
色
心
を
一
法

に
悟
り
、
不
離
を
解
せ
ず
し
て
、
而
も
性
相
を
一
心
に
開
く
。

見
生
の
當
體
を
改
め
ざ
る
の
凡
夫
、
覺
ら
ず
し
て
無
生
の
本
際

に
轉
入
す
。
煩
悩
の
迷
本
を
斷
ぜ
ざ
る
の
衆
生
、
立
地
に
涅
槃

の
常
樂
を
證
得
す
。
有
相
の
心
を
以
て
無
相
の
悟
に
契
い
、
事

相
の
行
を
以
て
實
相
の
門
に
入
る
。
事
中
に
理
を
得
、
理
中
に

事
を
施
す
。
理
事
縦
横
、
自
在
無
礙
な
り
。
佛
願
此
の
功
を
開

發
し
、
愚
凡
彼
の
位
に
合
會
す
。
但
し
相
の
名
を
安
ず
る
こ
と

は
唯
理
唯
性
の
頓
教
に
超
過
す
る
こ
と
を
顯
さ
ん
が
爲
な
り
。

《
中
略
》
今
此
の
相
頓
は
佛
願
の
所
建
な
る
が
故
に
事
理
縦
横

な
り
。
佛
意
の
一
乘
な
る
が
故
に
而
も
機
の
悟
解
を
待
た
ず
。

相
は
是
れ
即
相
な
り
。
生
は
是
れ
無
生
な
り９

。

と
あ
り
、
相
頓
の
浄
土
宗
の
教
え
こ
そ
大
乗
仏
教
を
極
め
つ
く
し
た

上
で
説
か
れ
た
凡
夫
救
済
の
秘
術
で
あ
り
、
聖
冏
は
そ
の
理
由
を
仏

辺
（
仏
願
・
仏
意
）
に
求
め
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
は
真
如
実
相
の
理
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か
ら
す
れ
ば
本
来
無
方
域
で
あ
る
と
こ
ろ
に
西
方
を
立
て
、
本
来
無

色
相
の
と
こ
ろ
に
色
相
を
具
え
た
極
楽
浄
土
を
建
立
し
た
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
色
心
無
二
・
性
相
不
離
を
悟
ら
ず
、
煩
悩
を

絶
つ
こ
と
も
な
く
、
実
我
実
法
を
離
れ
き
ら
な
い
有
相
の
心
を
も
っ

た
凡
夫
が
、
事
相
の
称
名
念
仏
の
行
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
に
極
楽
浄

土
へ
入
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
涅
槃
の
常
楽
を
得
、
実
相
の
門
に

入
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
の
仏
願
を
根
拠
と

し
て
い
る
か
ら
理
と
事
は
自
由
自
在
で
あ
り
、
有
相
の
浄
土
・
事
相

の
念
仏
と
い
っ
て
も
仏
意
か
ら
唯
性
の
上
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る11

。

　

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
聖
冏
が
「
有
相
」「
事
相
」
で
あ
る

ゆ
え
に
浄
土
宗
の
教
え
が
他
宗
の
教
義
を
超
過
す
る
も
の
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
他
宗
の
教
え
も
釈
尊
の
教
え
で
あ
り
、
法

華
・
真
言
・
禅
に
い
た
っ
て
は
大
乗
仏
教
の
な
か
で
も
勝
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
聖
冏
も
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
浄
土
宗
以

外
の
教
え
は
結
局
「
調
機
の
一
乗
」、
す
な
わ
ち
衆
生
の
機
根
を
磨

か
ね
ば
な
ら
ず
、
千
差
万
別
で
あ
る
衆
生
の
機
根
に
よ
っ
て
修
行
の

進
行
も
成
果
も
異
な
る
以
上
、
完
全
な
万
機
普
益
・
平
等
利
生
の
教

え
と
は
い
え
な
い11

。
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
教
え
で
あ
っ
て
も
、
対

象
と
な
る
人
に
行
え
ず
、
理
解
で
き
な
い
よ
う
で
は
有
名
無
実
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
と
、
聖
冏
は
論
断
す
る
の
で
あ
る12

。

三
、
二
蔵
二
教
二
頓
教
判
に
見
ら
れ
る
福
祉
的
要
素

　

煩
悩
を
離
れ
ら
れ
ず
、
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
末
代
愚

鈍
の
凡
夫
に
も
、
極
楽
が
「
有
相
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
明
確
に
行
き
先

を
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
へ
至
る
た
め
の
称
名
念
仏
が

「
事
相
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
容
易
に
実
修
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ

る
。
阿
弥
陀
仏
が
大
慈
悲
か
ら
五
逆
十
悪
の
凡
夫
ま
で
平
等
に
救
お

う
と
す
る
本
願
に
か
な
い
、
出
世
の
本
懐
と
し
て
こ
の
教
え
を
開
示

し
た
釈
尊
の
み
心
に
か
な
う
称
名
念
仏
の
教
え
と
同
一
次
元
で
語
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
聖
冏
の
教
説
は
現
代
の
福
祉

の
現
場
に
も
通
ず
る
と
て
も
重
要
な
福
祉
的
要
素
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

聖
冏
の
強
調
し
た
「
有
相
」
と
「
事
相
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
福
祉

活
動
・
社
会
活
動
に
も
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、

「
陰
徳
を
積
む
」
と
い
う
こ
と
が
美
徳
と
な
り
が
ち
な
活
動
に
お
い

て
、
こ
と
さ
ら
に
自
己
の
活
動
の
ア
ピ
ー
ル
を
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
、
い
た
ら
な
い
凡
夫
で
あ
る
わ
た
し
た
ち
に
は
、
活
動
を
行

う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
明
確
に
実
感
で
き
な
け
れ
ば
、
活
動
か
ら

足
が
遠
の
い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
具
体
的
で
多
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く
の
方
が
参
加
可
能
な
活
動
（
事
相
）
を
行
い
、
そ
の
活
動
を
通
じ

て
多
く
の
人
と
の
目
に
見
え
て
実
感
で
き
る
つ
な
が
り
・
学
び
・
喜

び
（
有
相
）
を
得
る
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
福
祉
活
動
・
社
会
活
動
に

必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
日
本
に
お
い
て
慈
善
事
業
が
、
災
害
や
飢
饉
に
応
じ
て
特

定
の
地
域
で
一
時
的
・
断
片
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
援
助

は
、
地
域
の
人
々
と
直
接
的
な
か
か
わ
り
を
持
ち
、
明
瞭
（
有
相
）

で
具
体
的
（
事
相
）
な
活
動
で
あ
る
が
、
対
象
と
な
る
人
や
地
域
の

問
題
の
究
明
と
そ
の
対
応
策
が
、
そ
の
時
、
そ
の
地
域
で
と
ど
ま
っ

て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
現
代
の
社
会
福
祉
の
よ
う
な

合
理
的
・
系
統
的
（
理
相
）
な
活
動
へ
と
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
に
あ
た

っ
て
様
々
な
研
究
が
な
さ
れ
た
結
果
、
被
援
助
者
に
は
複
雑
難
解

（
理
相
）
で
不
明
瞭
（
無
相
）
な
も
の
と
受
け
と
ら
れ
る
援
助
も
生

じ
て
い
る13

。

　

一
つ
事
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
筆
者
が
関
係
す
る
生
活
困
窮
者

支
援
に
お
い
て
も
、
国
や
自
治
体
が
用
意
を
し
た
福
祉
施
策
が
、
そ

れ
を
必
要
と
し
て
い
る
人
に
知
ら
れ
て
い
な
い
、
も
し
く
は
、
利
用

で
き
る
人
が
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
が
あ
る14

。
ま
た
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
よ
う
と
役
所
に
相
談
に
行
っ
た
が
、「
よ
く
わ

か
ら
な
い
こ
と
を
ず
っ
と
説
明
さ
れ
、
し
ば
ら
く
我
慢
し
て
聞
い
て

い
て
も
、
利
用
さ
せ
て
く
れ
る
の
か
ど
う
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
か

ら
出
て
き
た
」
と
、
結
局
利
用
す
る
前
に
出
て
き
て
し
ま
っ
た
話
を

よ
く
耳
に
す
る
。
福
祉
利
用
者
の
状
況
を
み
て
、
必
要
に
応
じ
た
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
勧
め
る
に
は
専
門
的
な
知
識
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
専
門
用
語
を
交
え
て
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
説
明
し
た

と
こ
ろ
で
、
一
切
内
容
を
受
け
取
っ
て
も
ら
え
な
い
の
は
当
然
で
あ

る
。
た
と
え
優
良
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で

は
有
名
無
実
で
あ
り
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。

　

実
際
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
当
事
者
が
何
を
必
要
と
し

て
い
る
の
か
を
完
全
に
知
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
人
が
、
い
か

な
る
障
害
を
抱
え
て
い
て
も
、
ど
ん
な
生
活
背
景
で
あ
ろ
う
と
も
受

け
ら
れ
る
よ
う
な
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
利
用

者
が
目
で
見
て
す
ぐ
に
わ
か
る
利
用
後
の
喜
ば
し
い
状
態
（
有
相
）

を
示
し
、
そ
こ
に
至
る
た
め
の
具
体
的
で
当
事
者
に
と
っ
て
容
易
な

手
続
き
（
事
相
）
を
案
内
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る11

。

　

寺
院
僧
侶
に
よ
る
福
祉
活
動
・
社
会
活
動
に
つ
い
て
も
、「
有
相
」

と
「
事
相
」
は
大
切
で
あ
る
。
凡
夫
の
心
は
移
ろ
い
や
す
く
、
な
か

な
か
一
つ
の
こ
と
を
継
続
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
教
区
や
教
団
に
よ
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る
災
害
支
援
や
海
外
の
貧
困
地
域
へ
の
金
銭
的
な
援
助
も
大
切
で
あ

る
が
、
誰
で
も
が
参
加
可
能
な
具
体
的
活
動
で
あ
り
、
直
接
的
な
つ

な
が
り
や
学
び
を
実
感
す
る
こ
と
の
で
き
る
活
動
で
あ
れ
ば
、
自
ず

と
お
寺
が
地
域
の
人
々
の
居
場
所
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
何
よ
り

も
お
念
仏
の
教
え
の
結
縁
の
場
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
全
国
的
に
も

数
が
多
く
、
寺
院
僧
侶
に
よ
る
社
会
活
動
の
中
心
と
も
い
え
る
児
童

教
化
活
動
を
は
じ
め
、
青
少
年
の
た
め
の
電
話
相
談
事
業
や
自
死
遺

族
の
た
め
の
追
悼
法
要
な
ど
、
現
在
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
寺
院
僧
侶
に
よ
る
活
動
の
一
つ
一
つ
が
、
結
果

的
に
地
域
に
お
け
る
福
祉
的
役
割
を
担
い
、
さ
ら
に
は
念
仏
の
助
業

と
な
る
た
め
に
も
「
有
相
」
と
「
事
相
」
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
聖
冏
の
教
説
に
み
ら
れ
る
福
祉
的
思
想
を
考
察
し
て
き
た
。

博
覧
強
記
で
あ
っ
た
聖
冏
の
膨
大
な
著
作
に
は
、
浄
土
宗
と
い
う
教

団
を
築
き
上
げ
る
た
め
に
不
可
欠
な
自
宗
僧
侶
の
養
成
と
、
他
宗
僧

侶
の
論
難
に
対
す
る
備
え
と
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
聖
冏
の
思

想
上
も
っ
と
も
特
徴
的
な
対
他
宗
的
立
場
か
ら
説
き
示
さ
れ
た
二
蔵

二
教
二
頓
教
判
に
福
祉
的
思
想
を
見
出
し
、
こ
れ
を
現
代
的
問
題
と

重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
て
き
た
。

　

現
代
の
わ
た
し
た
ち
も
聖
冏
の
活
躍
し
た
時
代
の
人
々
も
同
じ
凡

夫
で
あ
る
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
側
も
利
用
す
る
側
も
い
た

ら
な
い
と
こ
ろ
の
多
い
凡
夫
で
あ
る
以
上
、
提
供
者
が
利
用
者
の
こ

と
を
考
え
て
用
意
し
た
施
策
が
必
ず
し
も
良
い
と
は
限
ら
ず
、
逆
に

利
用
者
が
提
供
者
に
願
い
出
る
際
に
も
必
要
な
こ
と
を
す
べ
て
告
げ

て
い
る
と
も
言
い
難
い
。
異
な
る
立
場
か
ら
相
違
す
る
認
識
に
立
っ

て
、
同
一
の
問
題
に
向
き
合
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
気
持
ち
の
行

き
違
い
は
、
寺
院
僧
侶
と
地
域
の
人
と
の
関
係
に
お
い
て
も
同
様
の

こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

聖
冏
が
強
調
す
る
「
有
相
」
と
「
事
相
」
は
、
そ
の
よ
う
な
い
た

ら
な
い
凡
夫
が
、
互
い
に
支
え
合
う
社
会
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
し

た
ら
向
き
合
っ
て
い
る
相
手
に
必
要
な
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
え
る
だ

ろ
う
か
、
一
緒
に
関
わ
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を

教
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
内
容
の
支
援

活
動
や
福
祉
活
動
で
あ
っ
て
も
、
必
要
な
相
手
に
そ
れ
が
必
要
で
あ

る
と
理
解
し
て
も
ら
い
、
そ
こ
へ
つ
な
が
る
た
め
の
容
易
な
手
段
が

な
け
れ
ば
、
意
味
が
な
い
。
阿
弥
陀
仏
と
異
な
り
、
凡
夫
で
あ
る
わ

た
し
た
ち
に
は
、
そ
れ
を
完
全
に
用
意
す
る
こ
と
は
不
可
能
か
も
し

れ
な
い
が
、
極
力
心
が
け
て
い
く
こ
と
が
肝
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
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か
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
聖
冏
の
念
仏
生

活
に
関
す
る
説
示
に
み
ら
れ
る
福
祉
的
要
素
に
つ
い
て
も
今
後
改
め

て
発
表
し
た
い
。

１　
「
法
然
上
人
の
社
会
事
業
的
思
想
の
一
史
考
」（
三
田
全
信
氏

『
改
訂
増
補 

浄
土
宗
史
の
諸
研
究
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八

〇
年
、
五
三
六
頁
）、「
法
然
浄
土
教
の
福
祉
思
想
」（
吉
田
久

一
氏
・
長
谷
川
匡
俊
氏
著
『
日
本
仏
教
福
祉
思
想
史
』
法
蔵
館
、

二
〇
〇
一
年
、
四
〇
頁
）、
曽
根
宣
雄
氏
「
宗
教
と
タ
ー
ミ
ナ

ル
ケ
ア
」（『
東
洋
に
お
け
る
死
の
思
想
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
六

年
）
他
、
法
然
の
福
祉
思
想
に
関
連
す
る
論
文
は
多
数
あ
る
。

捨
世
派
僧
に
よ
る
社
会
福
祉
的
活
動
に
つ
い
て
は
、「
念
仏
者

の
教
化
と
慈
善
」（『
近
世
浄
土
宗
の
信
仰
と
教
化
』
北
辰
堂
、

一
九
八
八
年
、
二
一
九
頁
）
等
、
長
谷
川
匡
俊
氏
に
よ
る
多
く

の
研
究
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

２　
「
宗
祖
中
興
二
祖
の
教
義
の
異
同
と
現
代
の
浄
土
宗
」（『
浄
土

教
報
』
一
三
六
六
、
一
九
一
九
年
）、「
法
然
上
人
の
選
択
主

義
」（『
無
礙
光
』
一
八
―
七
、
一
九
二
二
年
）
に
は
、
聖
冏
の

教
説
を
用
い
て
法
然
の
教
義
を
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
ら

れ
る
。
一
九
一
九
年
が
聖
冏
の
五
百
回
遠
忌
に
あ
た
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
意
識
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以

前
に
海
旭
が
「
無
用
の
弁
（
新
著
批
判
の
後
に
）」（『
新
佛
教
』

一
九
〇
四
年
）
に
お
い
て
「
人
も
知
る
如
く
、
冏
公
は
淨
土
宗

中
興
の
偉
傑
と
し
て
學
問
の
該
博
、
思
想
の
雄
大
、
淨
土
宗
史

に
希
に
見
る
所
、
一
た
び
其
「
頌
義
」
を
披
か
む
も
の
は
、
公

が
英
姿
の
颯
爽
と
し
て
紙
上
に
躍
出
す
る
を
見
む
」
と
、
聖
冏

の
業
績
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
渡
欧
以
前
に
は
聖

冏
著
作
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
聖
冏
著
作
の
修
学
は
、

江
戸
期
に
お
い
て
は
初
学
者
に
と
っ
て
も
必
須
で
あ
っ
た
た
め
、

明
治
以
降
も
し
ば
ら
く
は
同
様
に
学
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察

さ
れ
る
。

３　

浄
土
教
に
対
す
る
禅
僧
か
ら
の
批
判
は
、
道
元
『
正
法
眼
蔵
』

（
大
正
蔵
八
二
・
一
七
・
中
）
に
「
口
聲
ヲ
ヒ
マ
ナ
ク
セ
ル
。

春
ノ
田
ノ
カ
ヘ
ル
ノ
晝
夜
ニ
ナ
ク
カ
コ
ト
シ
。
ツ
ヒ
ニ
又
益
ナ

シ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
に
は
す
で
に
通
途
の
こ
と
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
夢
窓
疎
石
『
夢
中
問
答
』（
岩
波
文

庫
、
一
八
五
頁
）、
虎
関
師
錬
『
元
亨
釈
書
』（『
日
仏
全
』
一

〇
一
巻
四
七
〇
頁
）。

４　

澄
円
は
『
夢
中
松
風
論
』
や
『
浄
土
十
勝
箋
節
論
』
に
お
い
て
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独
自
の
浄
土
宗
の
師
資
相
承
説
を
展
開
し
て
お
り
、
禅
僧
か
ら

の
批
判
に
応
じ
て
い
た
。
拙
稿
「
旭
蓮
社
澄
円
と
了
誉
聖
冏
―

浄
土
宗
の
相
承
説
に
つ
い
て
―
」（『
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究

所
年
報
』
二
九
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

５　

林
田
康
順
氏
は
聖
冏
の
二
蔵
二
教
二
頓
教
判
の
性
格
を
「
七
祖

聖
冏
上
人
」（『
平
成
一
二
年
度 

布
教
・
教
化
指
針
』
浄
土
宗
、

二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
四
頁
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
。法

然
上
人
は
『
要
義
問
答
』
に
お
い
て
「
教
を
え
ら
ぶ
に

は
あ
ら
ず
、
機
を
は
か
ら
ふ
な
り
。
わ
が
ち
か
ら
に
て
生

死
を
は
な
れ
む
事
、
は
げ
み
が
た
く
し
て
、
ひ
と
へ
に
他

力
の
弥
陀
の
本
願
を
た
の
む
也
（『
昭
法
全
』
六
一
九

頁
）」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
法
然
上
人
は
、
釈
尊
一

代
の
教
説
を
そ
の
浅
深
・
勝
劣
に
基
づ
い
て
順
序
づ
け
る

「
教
を
え
ら
ぶ
」
教
判
で
は
な
く
、
そ
の
基
準
を
現
実
の

あ
り
の
ま
ま
の
自
己
に
お
く
「
機
を
は
か
ら
ふ
」
教
判
に

求
め
た
。《
中
略
》〈
聖
冏
〉
上
人
は
、
聖
道
浄
土
二
門
判

を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
う
し
た
〈
禅
僧
か
ら
の
〉
批
判
に
対

し
浄
土
宗
の
教
え
が
「
教
を
え
ら
ぶ
」
意
趣
に
お
い
て
も

他
宗
の
教
え
に
超
過
し
て
い
る
と
い
う
二
蔵
二
教
二
頓
教

判
を
確
立
す
る
。（〈 

〉
カ
ッ
コ
内
は
著
者
の
補
足
）　

６　

服
部
英
淳
氏
『
浄
土
教
思
想
論
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七

四
年
）
四
〇
三
―
四
二
〇
頁
、
林
田
氏
前
掲
論
文
参
照
。

７　

聖
冏
は
『
頌
義
』
に
お
い
て
「
二
藏
の
判
教
は
光
明
大
師
の
釋

義
な
り
（『
浄
全
』
一
二
・
一
九
下
）」
と
述
べ
た
後
、
そ
の
典

拠
に
善
導
『
観
経
疏
』
と
『
般
舟
讃
』
の
文
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
伝
菩
提
流
支
造
『
麒
麟
聖
財
論
』
の
「
二
蔵
三
論
」

に
依
っ
て
こ
の
教
判
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
江
戸
期
の

大
玄
師
や
望
月
信
亨
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

８　
『
頌
義
』（『
浄
全
』
一
二
・
三
四
二
下
）。

９　
『
頌
義
』（『
浄
全
』
一
二
・
一
二
六
上
―
下
）。

11　

聖
冏
『
頌
義
見
聞
』（『
浄
全
』
一
二
・
四
八
三
上
）
に
は
、

彼
の
歴
事
と
は
唯
理
に
對
し
て
事
と
釋
す
。
今
の
指
方
立

相
の
事
相
に
は
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。
相
伝
此
く
の
如
し
。

諸
宗
の
事
觀
は
唯
理
の
邊
に
對
し
て
且
く
事
と
云
う
と
雖

も
、
唯
性
の
上
に
於
い
て
事
相
の
旨
を
談
ず
。
今
の
即
相

は
但
著
有
相
唯
事
の
安
心
を
も
ち
て
直
ち
に
無
相
實
際
不

生
の
眞
理
を
證
す
。
彼
等
の
宗
に
混
ず
る
こ
と
莫
れ
。

 

と
あ
り
、
他
宗
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
唯
理
の
相
対
と
し
て
の

「
事
相
」
と
、
唯
性
の
上
に
施
さ
れ
る
相
対
を
離
れ
た
指
方
立
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相
の
極
楽
浄
土
の
「
事
相
」
と
は
、
ま
っ
た
く
次
元
が
異
な
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

11　
『
頌
義
』（『
浄
全
』
一
二
・
一
三
〇
上
）
に
は

即
相
不
退
頓
中
頓
と
は
、
祖
師
の
云
く
、
天
台
・
真
言
皆

頓
教
と
名
づ
く
と
雖
も
猶
お
斷
惑
證
理
を
許
す
、
故
に
猶

お
是
れ
漸
教
な
り
。
未
斷
惑
の
凡
夫
、
三
界
を
出
過
す
る

が
故
に
此
の
教
を
以
て
頓
中
の
頓
と
爲
す
。

 

と
あ
り
、
聖
冏
は
相
頓
義
に
お
い
て
、
法
然
の
『
大
経
釈
』
の

説
示
を
引
用
し
て
い
る
。
末
法
罪
悪
生
死
の
凡
夫
に
断
惑
証
理

の
行
を
修
さ
せ
る
と
い
う
点
で
他
宗
を
漸
教
と
判
じ
て
い
る
こ

と
は
、
法
然
か
ら
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

12　
『
頌
義
』（『
浄
全
』
一
二
・
一
一
七
下
）
に
は

淨
土
の
教
門
は
、
五
乘
・
九
法
界
・
二
乘
・
一
闡
堤
・
五

逆
・
謗
法
・
根
機
の
利
鈍
・
罪
障
の
輕
重
・
廻
心
未
廻

心
・
發
心
未
發
心
・
悉
く
以
て
成
佛
せ
し
む
、
豈
に
平
等

普
益
に
非
ざ
ら
ん
や
。
何
に
況
や
末
法
濁
亂
の
衆
生
、
刀

兵
劫
起
の
凡
愚
に
於
て
は
諸
教
の
度
せ
ざ
る
と
こ
ろ
、
真

言
の
化
せ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
則
ち
知
り
ぬ
、
末
法
の
凡

夫
の
爲
に
は
、
諸
教
の
教
門
は
教
有
り
て
人
無
く
、
有
名

無
實
な
り
。
唯
淨
土
の
一
門
の
み
有
り
て
通
入
す
べ
き
路

な
り
と
。
誠
な
る
か
な
此
の
言
。

 

と
あ
り
、
浄
土
宗
の
他
の
教
門
は
、
刀
や
兵
に
よ
っ
て
い
の
ち

あ
る
も
の
を
脅
か
す
よ
う
な
末
法
の
凡
愚
の
救
い
と
は
な
ら
な

い
有
名
無
実
の
教
え
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

13　

も
ち
ろ
ん
、
福
祉
の
現
場
で
活
動
さ
れ
る
多
く
の
援
助
者
は
、

利
用
者
に
対
し
て
必
要
な
ケ
ア
を
説
明
し
、
不
断
の
努
力
を
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
お
か
げ
で
助
か
っ
て
い
る
人
々
が
数
え
切
れ

な
い
ほ
ど
存
在
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

14　

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、
厚
生
労
働
省
は
、「
住
宅
手
当
緊
急
特

別
措
置
事
業
」
と
い
う
、
住
宅
の
な
い
失
業
者
に
最
大
で
六
ヶ

月
間
の
住
宅
費
を
支
給
す
る
制
度
と
、
連
帯
保
証
人
な
し
で
生

活
費
を
貸
し
付
け
る
制
度
を
導
入
し
た
。
失
業
す
れ
ば
そ
の
ま

ま
住
居
を
失
う
方
が
多
い
こ
と
か
ら
、
住
所
が
な
い
と
受
け
ら

れ
な
い
生
活
保
護
制
度
を
補
う
た
め
に
は
じ
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
一
時
的
な
措
置
か
も
し
れ
な
い
が
、
行
政
が
ホ
ー
ム
レ

ス
状
態
に
あ
る
人
を
こ
れ
以
上
増
や
さ
な
い
よ
う
に
動
い
た
こ

と
は
高
く
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
開
始
直
後
か
ら
こ
の
制
度

を
利
用
す
る
に
は
一
ヶ
月
以
上
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
と
な

り
、
結
局
、
す
で
に
住
居
を
失
っ
た
人
は
、
制
度
を
利
用
で
き

る
ま
で
の
間
野
宿
で
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
な
ど
、
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新
た
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
公
設
派
遣
村
な
ど
、

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
貧
困
に
対
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

施
策
が
個
別
部
分
的
な
対
応
で
そ
の
都
度
対
象
者
が
限
ら
れ
た

り
、
時
に
は
時
限
的
な
制
約
か
ら
支
援
が
中
途
半
端
な
状
態
で

終
了
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
都
内
に
約
五
千
人
と
も
い
わ

れ
る
路
上
生
活
者
の
問
題
を
解
決
に
導
く
こ
と
さ
え
、
難
し
い

の
が
現
状
で
あ
る
。

11　

生
活
困
窮
者
の
方
で
福
祉
事
務
所
の
窓
口
に
行
く
方
の
中
に
は

高
齢
者
や
知
的
障
害
を
抱
え
た
方
も
多
く
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
当
事
者
に
対
す
る
充
分
な
説
明
が
行
わ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、

「
と
に
か
く
受
け
付
け
な
い
」
と
い
う
姿
勢
で
応
対
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
し
ば
し
ば
当
事
者
や
支
援
者
の
間

で
耳
に
す
る
。
当
事
者
の
中
に
は
、
一
度
目
の
窓
口
の
対
応
で

心
を
傷
つ
け
ら
れ
て
相
談
に
行
く
こ
と
を
拒
否
す
る
方
も
あ
る
。

本
来
、
ど
の
よ
う
な
状
態
の
方
が
い
か
な
る
ニ
ー
ズ
を
も
っ
て

訪
ね
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
の

提
示
と
容
易
な
手
続
き
の
案
内
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
ろ

う
。
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仏
教
と
科
学
―
そ
の
意
義
と
研
究
方
法
―

石　

田　

一　

裕

一
、
は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
に
お
い
て
平
成
二
十
二
年
二
月
よ

り
月
一
度
の
ペ
ー
ス
で
「
仏
教
と
科
学
」
と
題
す
る
勉
強
会
の
開
催

を
は
じ
め
た
。
本
稿
は
、
そ
の
勉
強
会
を
通
し
て
筆
者
が
感
じ
た
仏

教
と
科
学
の
関
係
性
を
考
え
る
意
義
と
そ
の
た
め
の
研
究
方
法
を
述

べ
る
試
論
で
あ
る
。

二
、
問
題
の
所
在
―
勉
強
会
開
催
の
き
っ
か
け
―

　

は
じ
め
に
本
勉
強
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
述

べ
、
そ
れ
を
通
し
て
「
仏
教
と
科
学
」
と
い
う
大
テ
ー
マ
に
潜
む
問

題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
「
仏
教
と
科
学
」
と
称
す
る
勉
強
会
の
開
催
に
至
る
経
緯
は
、
筆

者
と
浄
土
宗
総
合
研
究
所
（
以
下
、
研
究
所
）
の
研
究
員
で
あ
る
佐

藤
堅
正
氏
と
の
、
関
係
に
始
ま
る
。
佐
藤
氏
は
物
理
学
の
博
士
号
を

も
つ
僧
侶
で
あ
り
、
研
究
所
に
お
い
て
筆
者
と
佐
藤
氏
は
席
が
隣
同

士
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
日
常
的
に
物
理
学
な
ど
の
話
を
す
る
機

会
に
恵
ま
れ
た
。
当
時
は
、
折
し
も
南
部
陽
一
郎
博
士
、
小
林
誠
博

士
、
益
川
敏
英
博
士
の
三
氏
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
時

で
あ
り
、
そ
の
方
面
の
話
題
に
は
事
欠
か
な
い
頃
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
筆
者
は
も
と
も
と
い
わ
ゆ
る
理
系
の
研
究
に
興
味
を
覚
え
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
受
賞
で
再
度
注
目
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
南
部
陽
一
郎
氏
の
『
ク
オ
ー
ク　

第
二
版
』（
講
談
社
ブ
ル

ー
バ
ッ
ク
ス
、
一
九
九
八
）
を
読
み
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
現
在
も
十
分
に
理
解
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
は
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
た
め

て
現
代
の
科
学
の
発
展
を
実
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ

の
本
の
読
解
に
あ
た
っ
て
は
佐
藤
氏
の
助
力
も
大
き
く
、
そ
れ
に
よ
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っ
て
本
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
基
本
的
な
物
理
学
の
知
識

を
教
授
い
た
だ
き
、
そ
れ
は
筆
者
に
物
理
学
の
奥
深
さ
を
感
じ
さ
せ
、

ま
た
面
白
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
物
理
学
の
勉
強
を
大
変

面
白
い
も
の
だ
と
感
じ
る
反
面
、
こ
の
議
論
は
仏
教
の
内
部
に
お
い

て
も
通
用
す
る
も
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
き
起
こ
っ
て
き
た
。

　

こ
れ
は
筆
者
の
抱
く
雑
感
で
あ
る
が
、
西
洋
の
文
化
の
中
で
発
展

し
て
き
た
科
学
は
、
そ
の
文
化
の
軸
と
も
い
え
る
キ
リ
ス
ト
教
と
時

に
激
し
く
対
立
し
て
き
た
。
逆
に
言
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
宗

教
的
世
界
観
を
守
る
た
め
に
、
そ
れ
と
対
立
す
る
科
学
的
思
想
を
厳

し
く
取
り
締
ま
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
仏
教
で
は
こ
の
よ
う
な

対
立
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
近
代
化
に
関
わ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
科
学
的
思
想
を
ゆ
っ
く
り
と
熟
成
さ
せ
て
い
っ

た
西
洋
と
異
な
り
、
日
本
は
、
あ
る
種
、
い
き
な
り
そ
の
よ
う
な
思

想
を
受
容
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
土
台
に
は
目

も
く
れ
ず
、
近
代
化
の
た
め
に
そ
の
中
に
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か
り
こ
ん

で
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
科
学
と
仏
教
あ
る
い
は
日
本
の
宗
教
が

激
し
く
対
立
す
る
よ
う
な
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

こ
の
よ
う
な
雑
感
は
さ
て
お
き
、
科
学
、
そ
れ
も
特
に
こ
の
何
世

紀
か
の
間
で
急
激
に
進
展
し
た
自
然
科
学
を
、
仏
教
思
想
は
受
け
止

め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
筆
者
に
と
っ
て
次

第
に
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
仏
教
が
有
す

る
世
界
観
の
な
か
に
、
現
代
科
学
の
世
界
観
を
取
り
込
む
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
二
つ
の
世
界

観
を
、
自
分
な
り
に
習
得
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
こ
の
意
識
か
ら

筆
者
は
、
佐
藤
氏
の
協
力
を
仰
ぎ
、
仏
教
と
科
学
の
勉
強
会
を
開
催

す
る
に
こ
と
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
研
究
の
意
義

　

そ
れ
で
は
、
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
研
究
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は

仏
教
と
科
学
の
世
界
観
を
習
得
す
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
お
お
き
く
二
つ
を
考
え
る
。
一
つ
は
、

従
来
の
仏
教
の
世
界
観
を
、
科
学
の
世
界
観
と
比
較
検
討
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
そ
の
意
義
を
再
確
認
す
る
こ
と
。
二
つ
目
は
、
仏
教
の

世
界
観
の
有
用
性
と
、
現
代
に
お
い
て
真
に
必
要
な
仏
教
と
は
何
か

を
問
い
直
す
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
要
す
る
に
仏
教
の
現
代
的
解

釈
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

前
者
に
つ
い
て
は
、
現
代
の
科
学
知
識
を
仏
教
の
理
解
に
役
立
た

せ
る
こ
と
を
意
味
し
、
た
と
え
ば
仏
教
の
物
質
論
と
も
い
え
る
極
微



─ 248 ─

説
と
、
原
子
や
分
子
に
つ
い
て
の
学
説
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
仏

教
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　

こ
の
よ
う
な
方
法
が
有
効
な
の
は
、
お
お
よ
そ
の
日
本
の
僧
侶
が
、

科
学
的
思
考
方
法
―
要
す
る
に
学
校
教
育
―
を
受
け
た
者
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
仏
典
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
理
解
す
る
こ
と
よ
り

も
、
そ
れ
を
現
代
の
知
識
と
比
較
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
方
が
容
易

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
僧
侶
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
現
代
人
に
と
っ
て
は
、
梵

語
や
漢
文
で
書
か
れ
た
経
典
を
そ
の
ま
ま
理
解
す
る
こ
と
は
、
大
変

難
解
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
翻
訳
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
翻

訳
と
は
も
ち
ろ
ん
梵
語
や
漢
文
で
書
か
れ
た
も
の
を
、
逐
語
的
に
現

代
日
本
語
に
訳
す
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
こ
に
書
か
れ

て
い
る
意
味
を
、
現
代
的
な
意
図
に
そ
っ
て
言
い
換
え
る
こ
と
で
も

あ
る
。
そ
の
言
い
換
え
の
手
助
け
の
一
つ
と
し
て
科
学
と
い
う
も
の

が
有
効
で
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
要
す
る
に
、
科
学
と
い
う
も

の
を
用
い
る
こ
と
で
現
代
に
生
き
る
我
々
に
は
、
仏
教
を
よ
り
深
く

理
解
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

後
者
に
つ
い
て
は
、
よ
り
狭
義
の
科
学
、
す
な
わ
ち
物
理
学
や
生

物
学
な
ど
と
い
っ
た
専
門
領
域
が
関
係
し
て
く
る
。
前
者
で
は
、
科

学
的
な
思
考
方
法
や
、
す
で
に
定
説
と
な
っ
た
科
学
の
説
を
用
い
て
、

仏
教
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
が
、
こ
こ
で
は
最

先
端
の
科
学
思
想
が
仏
教
教
理
を
ど
こ
ま
で
否
定
す
る
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
先
に
あ
げ
た
極
微
説
に
つ
い
て
こ
れ
が
間
違
い
で
あ

る
か
正
し
い
か
を
、
現
代
物
理
の
素
粒
子
論
か
ら
論
じ
る
こ
と
な
ど

が
こ
れ
に
あ
た
る
。
要
す
る
に
こ
れ
は
、
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
知
見
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
理
論
を
改
善
し
よ
う
と
い
う
試
み

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
は
不
遜
な
も
の
の
よ
う
に
聞
こ
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
キ
リ
ス
ト
教
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
問
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
進
化
論
や
地
動
説
、
こ
れ
は
キ
リ
ス

ト
教
に
そ
の
宗
教
理
論
の
改
善
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
権
威
化
し
た
宗
教
は
、
自
己
の
変
化
を
極
度
に
嫌
う
傾
向

が
あ
る
よ
う
で
、
キ
リ
ス
ト
教
内
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
改
善
あ
る

い
は
変
化
を
認
め
る
か
ど
う
か
は
未
だ
大
き
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る

よ
う
だ
。

　

そ
れ
で
は
仏
教
、
特
に
日
本
の
仏
教
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者

の
感
想
は
、
日
本
仏
教
の
現
代
科
学
に
関
す
る
態
度
は
ほ
ぼ
無
関
心

で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
生
命
倫
理
に
関
わ
る
よ

う
な
点
、
す
な
わ
ち
脳
死
臓
器
移
植
に
お
け
る
態
度
な
ど
は
各
宗

派
・
各
教
団
が
示
し
て
は
い
る
が
、「
極
微
と
素
粒
子
の
関
係
」
や
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「
六
道
輪
廻
と
進
化
論
」
の
関
係
な
ど
に
は
あ
ま
り
お
目
に
か
か
ら

な
い
し
、
そ
れ
を
や
ろ
う
と
す
る
だ
け
で
教
団
あ
る
い
は
学
会
か
ら

変
わ
り
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い

さ
え
わ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
代
科
学
と
比
べ
て
仏
教
教
理
に
誤
っ
て
い
る
点
、
あ

る
い
は
劣
っ
て
い
る
点
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
真
摯
に
認
め
る

こ
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
点
を
見
つ
け
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ

る
と
筆
者
は
考
え
る
。
も
し
仏
教
教
理
に
改
善
の
余
地
が
あ
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
さ
ら
に

は
最
先
端
の
科
学
で
さ
え
も
、
そ
の
う
ち
に
含
む
よ
う
な
仏
教
の
新

た
な
世
界
観
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仏

教
こ
そ
、
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
仏
教
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

科
学
者
や
思
想
家
か
ら
赤
ん
坊
に
至
る
ま
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人

に
対
し
て
、
納
得
の
い
く
一
貫
し
た
世
界
観
を
示
す
こ
と
こ
そ
が
必

要
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
世
界
観
を
模
索
し
、
そ
れ
を
作
り
上
げ
る
糧
と
な
る

も
の
が
、
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
研
究
す
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は

仏
教
と
科
学
の
世
界
観
を
習
得
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四
、
研
究
の
方
法

　

今
、
仏
教
と
科
学
を
研
究
す
る
意
義
に
つ
い
て
大
言
壮
語
を
申
し

上
げ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
こ
と
を
目
標
と
し
つ
つ
、

実
際
に
仏
教
と
科
学
を
い
か
な
る
方
法
を
も
っ
て
研
究
す
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
方
法
論
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　

筆
者
は
、
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の

は
こ
の
上
な
く
大
き
な
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
の
方
法
は
難
し
い
も

の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
と
い

う
一
点
に
尽
き
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
が
、
現
代
に
生
き
る
我
々
は
科
学
と
切
っ
て
も
切

れ
な
い
関
係
に
あ
る
。
今
、
原
稿
を
書
く
私
自
身
も
Ｐ
Ｃ
に
む
か
い
、

キ
ー
ボ
ー
ド
を
叩
い
て
こ
れ
を
書
い
て
い
る
。
我
々
の
生
活
は
大
き

く
科
学
あ
る
い
は
科
学
技
術
の
恩
恵
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
そ
の
中

で
生
き
る
我
々
は
科
学
的
教
育
を
受
け
て
育
っ
て
き
た
。

　

そ
れ
は
ラ
イ
タ
ー
に
火
の
つ
く
こ
と
も
、
テ
レ
ビ
が
映
る
こ
と
も
、

ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
音
が
出
る
こ
と
も
何
も
不
思
議
に
思
わ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
多
く
の
人
が
身
の
周
り
に
あ
る
す
べ
て
の
事
を
、

完
全
に
科
学
的
に
説
明
で
き
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
不
思
議
で
あ
る
と
思
わ
な
い
ほ
ど
の
科
学
的
思
考
を
す
で
に
身
に
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着
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
生
活
す
る
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
す
こ
と
こ
そ
、

仏
教
と
科
学
を
考
え
る
た
め
の
第
一
歩
で
あ
り
、
そ
の
方
法
を
除
い

て
は
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
考
え
る
意
味
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
逆

に
言
う
と
、
筆
者
が
上
に
述
べ
た
仏
教
と
科
学
を
研
究
す
る
意
義
は
、

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
し
か
得
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

筆
者
の
考
え
る
仏
教
と
科
学
の
研
究
と
は
、
仏
教
的
な
思
考
と
科

学
的
な
思
考
と
が
、
自
分
自
身
の
中
で
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
か
を

問
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
研
究
の
た
め
に
は
二
つ
の

世
界
観
の
習
得
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
世
界
観
―
筆
者
は
、

そ
れ
を
思
考
形
式
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
る
が
―

そ
れ
も
異
な
る
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
世
界
観
が
一
人
の
人
間
の
中
に

共
存
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
あ
る
い
は
二
つ

の
異
な
る
世
界
観
の
習
得
を
目
指
す
人
間
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
も
の

が
生
み
出
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
を
問
う
こ
と
が
仏
教
と
科
学
を
研
究

す
る
た
め
の
方
法
論
で
あ
る
。

　

よ
り
具
体
的
に
は
、
仏
教
と
科
学
の
研
究
は
徹
底
的
に
そ
の
二
つ

を
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
仏
道
実
践
を
行
い
、
仏
教
の
教
理
の
理
解
に
努
め
、
そ
れ
と
同
時

に
物
理
や
数
学
な
ど
の
科
学
思
想
の
習
得
に
励
む
こ
と
、
や
る
べ
き

こ
と
は
お
お
よ
そ
こ
の
三
点
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
努
め
る
こ
と
で
、

自
ら
の
内
に
い
か
な
る
も
の
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
の
か
を
し
っ
か

り
と
見
据
え
る
こ
と
が
、
仏
教
と
科
学
を
考
え
る
た
め
の
手
段
で
あ

る
。五

、
研
究
の
展
望

　

こ
れ
ま
で
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
研
究
す
る
意
義
と
、
そ
の
方
法

論
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
本
稿
の
目
的
は
こ
の
二
つ
を
述
べ
る
こ

と
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
目
的
は
果
た
せ
た
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
以
下
に
、
当
面
の
研
究
の
展
望
を
述
べ
、
最
後
に
本
稿
の

ま
と
め
を
記
そ
う
。

　

現
在
、
筆
者
が
仏
教
と
科
学
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
、
考
察
の
対

象
と
し
て
い
る
の
は
量
子
力
学
で
あ
る
。
量
子
力
学
と
は
、
電
子
や

光
子
な
ど
極
め
て
小
さ
い
物
質
を
扱
う
た
め
の
理
論
で
あ
り
、
一
九

〇
〇
年
代
か
ら
発
展
し
始
め
、
こ
の
一
〇
〇
年
の
間
に
目
覚
ま
し
い

発
展
を
と
げ
た
物
理
学
の
一
分
野
で
あ
る
。
そ
の
端
緒
は
、
一
九
〇

〇
年
に
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
が
黒
体
放
射
の
公
式
を
発
表
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
。
そ
し
て
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ボ
ー
ア
、

ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
、
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
な
ど
の

数
多
く
の
天
才
的
な
研
究
者
た
ち
が
こ
の
理
論
の
完
成
に
携
わ
り
、
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現
在
で
は
一
つ
の
体
系
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　

筆
者
が
こ
の
よ
う
な
量
子
力
学
を
「
仏
教
と
科
学
」
の
「
科
学
」

の
部
分
と
し
て
研
究
す
る
理
由
は
、
極
め
て
単
純
で
、
量
子
力
学
が

前
世
紀
の
わ
ず
か
一
〇
〇
年
間
の
内
に
発
展
し
た
学
問
だ
か
ら
で
あ

り
、
ま
た
相
対
性
理
論
と
と
も
に
現
代
物
理
学
の
代
表
と
い
え
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
今
後
様
々
な
分
野
を
学
ぶ
必
要
が

あ
る
が
、
出
来
う
る
か
ぎ
り
最
先
端
の
学
的
成
果
に
そ
の
的
を
絞
り

た
い
と
考
え
て
い
る
。
既
知
の
も
の
ご
と
よ
り
も
、
最
先
端
の
成
果

の
方
が
宗
教
の
根
幹
を
揺
る
が
す
可
能
性
が
大
き
く
、
ま
た
そ
こ
に

こ
そ
、
そ
の
学
問
の
持
つ
性
質
や
方
法
―
あ
る
い
は
、
そ
の
限
界
―

が
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
包
含
す
る
よ
う
な
新
た
な
視
界
さ
え
開

け
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

六
、
ま
と
め
と
小
結

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
仏
教
と
科
学
を
研
究
す
る
意
義
と
そ
の
方

法
論
を
述
べ
て
き
た
。
筆
者
が
こ
の
研
究
の
方
法
論
と
し
て
提
唱
す

る
の
は
、
科
学
の
思
想
と
仏
教
の
思
想
が
自
分
自
身
の
中
で
ど
の
よ

う
に
存
在
し
て
い
る
か
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
仏

道
を
歩
み
つ
つ
科
学
思
想
を
学
ぶ
人
が
、
自
己
を
絶
え
ず
見
つ
め
直

す
こ
と
、
こ
れ
が
仏
教
と
科
学
を
研
究
す
る
こ
と
に
お
い
て
有
用
な

方
法
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
て
仏
教
と
科
学
を
研
究
す
る
こ
と

で
、
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
言
及
で
き
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

①
科
学
の
世
界
観
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
仏
教
の
持
つ

世
界
観
の
意
義
を
再
確
認
で
き
る

②
現
代
の
仏
教
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
問
い
直
し
、
仏
教
の
現

代
的
解
釈
を
施
す
こ
と
が
で
き
る

　

こ
れ
は
仏
教
と
科
学
を
研
究
す
る
意
義
で
あ
り
、
ま
た
研
究
に
あ

た
り
常
に
念
頭
に
置
く
べ
き
問
題
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
仏
教
と
科
学

を
研
究
す
る
目
的
で
も
あ
る
。

　

仏
教
思
想
が
持
つ
意
味
と
、
そ
の
現
代
的
解
釈
は
常
に
問
わ
れ
続

け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
教
え
、
す
な
わ
ち

「
生
き
た
仏
教
思
想
」
は
、「
生
き
た
仏
教
」
に
と
っ
て
何
よ
り
も
重

要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
目
的
と
し
て
こ
そ
、

仏
教
の
研
究
も
ま
た
生
き
た
も
の
と
な
る
に
違
い
な
い
と
筆
者
は
考

え
る
。
そ
し
て
仏
教
と
科
学
の
研
究
は
、
そ
こ
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
と
筆
者
は
予
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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近
代
浄
土
宗
教
育
史
研
究
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら

齋　

藤　

知　

明

１
．
は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
近
代
浄
土
宗
の
教
育
体
制
が
ど
の
よ
う
に
構
築

さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
前
段
階
と
し
て
こ
れ
ま
で
の

近
代
浄
土
宗
の
教
育
に
関
す
る
先
行
研
究
が
ど
の
よ
う
な
視
点
で
浄

土
宗
教
育
体
制
を
描
い
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る１

。

　

な
ぜ
、
近
代
浄
土
宗
教
育
史
を
研
究
す
る
の
か
。
浄
土
宗
の
宗
教

教
育
・
宗
侶
教
育
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
数
年
そ
の
必

要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
平
成
一
九
年
度
浄
土
宗
総
合

学
術
大
会
（
二
〇
〇
七
年
）
で
は
「
宗
教
教
育
」、
翌
年
の
大
会

（
二
〇
〇
八
年
）
で
は
「
宗
侶
教
育
」
と
、
ど
ち
ら
も
「
教
育
」
が

大
会
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
浄
土
宗
の
「
教
育
」、
そ
し
て

「
教
育
」
研
究
は
重
要
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
両
学

術
大
会
と
も
、「
宗
教
教
育
」
に
対
す
る
共
通
の
認
識
が
曖
昧
で
あ

っ
た
り
、「
宗
侶
教
育
」
の
重
要
性
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
終
始
し

た
感
が
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
議
論
の
背
景
と
し
て
の
ど
の

よ
う
に
現
在
の
教
育
体
制
が
構
築
さ
れ
た
の
か
、
な
ぜ
現
在
の
よ
う

な
教
育
内
容
な
の
か
と
い
っ
た
浄
土
宗
教
育
体
制
の
歴
史
的
な
考
察

ま
で
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
な
い
か

と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
議
論
の
背
景
と
な
り
う
る
近
代
浄
土
宗
教

育
史
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
何
が
な
さ
れ
て
何
が
な
さ
れ
て
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
か
っ
た
の
か

0

0

0

0

0

0

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

２
．
近
代
浄
土
宗
教
育
史
研
究
の
こ
れ
ま
で

　

そ
こ
で
、
ま
ず
近
代
浄
土
宗
教
育
史
に
関
す
る
研
究
を
お
さ
ら
い

す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
こ
こ
で
扱
っ
た
論
文
は
、
著
者
、
論
文

名
、
掲
載
雑
誌
名
、
巻
号
、
編
者
・
発
行
、
発
行
年
（
西
暦
）、
概

要
の
順
で
記
述
し
た
。
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○
藤
原
弘
道
「
変
革
期
に
お
け
る
浄
土
宗
教
団
の
教
育
史
的
総
観
」

『
東
山
学
園
研
究
紀
要
』
第
一
二
、
一
三
合
集
、
東
山
学
園
学

芸
研
究
所
、
一
九
六
七
年

　

本
紀
要
に
お
い
て
藤
原
弘
道
を
中
心
と
し
た
近
代
浄
土
宗
教
育
史

に
つ
い
て
の
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る２

。
藤
原
は
、
研
究
の
全
体
像
を

論
じ
、
明
治
維
新
前
後
期
の
浄
土
宗
教
団
研
究
と
教
育
史
的
観
点
か

ら
の
浄
土
宗
教
団
研
究
の
二
点
が
遅
れ
て
い
る
と
し
、「
わ
が
浄
土

宗
教
団
の
対
僧
俗
教
育
の
指
標
と
そ
の
体
制
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
り
、
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
、
ま
た
宗
門
教
育
が
明

治
政
府
の
一
般
教
育
と
ど
の
よ
う
な
関
連
の
う
ち
に
進
展
し
て
い
る

か
、
さ
ら
に
ま
た
教
団
の
対
僧
俗
教
育
が
教
団
史
上
ま
た
は
近
代
教

育
史
上
に
い
か
な
る
意
義
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
う
る
も

の
か
、
と
い
っ
た
諸
問
題
の
解
明
を
主
眼
に
置
く
も
の
で
あ
る
」

（
一
頁
）
と
、
多
角
的
に
変
革
期
に
お
け
る
浄
土
宗
教
育
史
、
主
に

明
治
期
に
お
け
る
宗
学
の
発
展
過
程
を
把
握
す
る
こ
と
を
特
集
の
目

的
と
し
て
い
る
。

　

藤
原
論
文
で
は
、
明
治
維
新
期
に
お
け
る
廃
仏
毀
釈
か
ら
ど
の
よ

う
に
浄
土
宗
教
団
が
復
興
し
て
い
っ
た
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
復

興
の
手
段
と
し
て
、
藤
原
は
宗
学
の
変
革
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

当
初
は
三
条
教
則
へ
の
対
処
、
キ
リ
ス
ト
教
排
斥
が
中
心
で
あ
っ
た

が
、
次
第
に
西
洋
学
問
の
受
容
、
宗
祖
・
列
祖
へ
の
回
帰
に
変
化
し

て
い
く
と
藤
原
は
述
べ
る
。

○
牧
達
雄
「
変
革
期
浄
土
宗
団
の
そ
の
社
会
教
化
活
動
」『
東
山
学

園
研
究
紀
要
』
第
一
二
、
一
三
合
集
、
東
山
学
園
学
芸
研
究
所
、

一
九
六
七
年

　

本
論
は
上
記
の
特
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
主
に
社
会
教
化
活
動
、

布
教
を
扱
っ
た
研
究
で
あ
る
。
牧
は
、
明
治
一
〇
年
の
知
恩
院
に
お

け
る
大
会
議
に
着
目
し
て
、
そ
の
際
の
決
議
と
そ
の
後
の
実
践
を
検

討
し
て
い
る
。
牧
は
大
会
議
で
は
、
宗
侶
の
自
覚
覚
醒
、
学
校
の
拡

大
と
人
材
育
成
が
主
に
議
論
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
布

教
に
つ
い
て
説
教
科
を
設
置
し
浄
土
宗
と
し
て
の
統
一
し
た
布
教
指

針
を
出
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
し
、
大
会
議
は
、
以
後
の
浄

土
宗
社
会
教
化
活
動
の
指
針
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
三
河
地
方
に
お
け
る
浄
土
律
派
、
捨
世
派
の
教
化
活
動

を
例
に
挙
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
す
で
に
明
治
期
以
前
か
ら
信
仰
中
心

の
僧
俗
一
体
の
宗
団
が
形
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
た
め
大
会
議
後
に

理
想
的
な
社
会
教
化
活
動
が
で
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
牧
は
論

じ
る
。
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社
会
教
化
活
動
は
、
一
見
し
て
学
校
教
育
と
は
関
係
な
い
と
思
う

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当
時
は
教
育
・
教
化
の
区
別
が
曖
昧
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
本
論
は
非
常
に
貴
重
な
事
例
研
究
で
あ
る
と
筆

者
は
考
え
る
。

○
多
那
瀬
顕
良
「
変
革
期
に
お
け
る
浄
土
宗
の
学
僧
に
つ
い
て
」

『
東
山
学
園
研
究
紀
要
』
第
一
二
、
一
三
合
集
、
東
山
学
園
学

芸
研
究
所
、
一
九
六
七
年

　

本
論
も
上
記
の
特
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
当
時
の
浄
土
宗
僧
侶

を
扱
っ
た
人
物
研
究
で
あ
る
。
多
那
瀬
は
、
明
治
維
新
期
に
お
け
る

著
名
な
学
僧
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
名
誉
学
天
、
福
田
行

誡
、
養
鵜
徹
定
の
三
名
を
詳
細
に
、
他
八
名
の
学
僧
に
つ
い
て
は
簡

単
に
論
じ
て
い
る
。
細
か
く
史
料
を
用
い
て
い
て
、
人
の
つ
な
が
り

な
ど
が
理
解
し
や
す
い
。

○
伊
藤
唯
真
「
浄
土
宗
教
団
の
近
代
化
―
特
に
明
治
十
年
前
後
の
教

育
制
度
の
成
立
過
程
を
通
し
て
み
た
る
―
」『
東
山
学
園
研
究

紀
要
』
第
一
二
、
一
三
合
集
、
東
山
学
園
学
芸
研
究
所
、
一
九

六
七
年

　

本
論
も
上
記
の
特
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
明
治
維
新
期
か
ら
明

治
一
〇
年
ま
で
の
教
育
制
度
に
関
す
る
概
説
史
と
な
っ
て
い
る
。
伊

藤
は
、
明
治
維
新
期
を
迫
害
・
受
難
の
時
期
、
明
治
一
〇
年
代
を
教

育
体
制
の
整
備
・
復
興
の
時
期
、
明
治
二
〇
年
・
三
〇
年
代
を
確
立

期
と
し
て
と
ら
え
る
。

　

伊
藤
は
、
牧
論
文
同
様
に
明
治
一
〇
年
の
知
恩
院
の
大
会
議
で
の

議
論
を
扱
い
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
か
を
整
理
し
て
い

る
。
大
会
議
に
お
け
る
議
論
の
中
心
に
い
る
の
が
福
田
行
誡
と
養
鵜

徹
定
で
あ
り
、
教
育
体
制
確
立
に
対
す
る
二
人
の
尽
力
ぶ
り
を
理
解

で
き
る
。
ま
た
伊
藤
は
、
こ
の
時
期
の
教
育
改
革
を
「
教
育
制
度
は

も
と
よ
り
そ
れ
と
関
連
す
る
事
務
体
制
一
切
を
刷
新
す
べ
く
努
力
し

た
」（
九
二
頁
）
と
大
会
議
の
成
果
を
評
価
し
て
い
る
。

○
中
井
良
宏
「
宗
門
学
校
教
育
制
度
の
近
代
化
過
程
―
明
治
期
に
お

け
る
浄
土
宗
僧
侶
養
成
教
育
を
中
心
と
し
て
―
」『
藤
原
弘
道

先
生
古
稀
記
念
史
学
仏
教
学
論
集
』
坤
、
藤
原
弘
道
先
生
古
稀

記
念
会
、
一
九
七
三
年３

　

本
論
は
、
主
と
し
て
明
治
維
新
期
か
ら
明
治
一
〇
年
前
後
を
中
心

に
明
治
三
〇
年
前
後
ま
で
の
教
育
体
制
を
扱
う
概
説
史
で
あ
る
。
本

論
は
、
伊
藤
論
文
同
様
に
知
恩
院
を
め
ぐ
る
教
育
体
制
の
変
遷
を
論

じ
る
。
そ
の
た
め
、
伊
藤
論
文
と
比
較
し
て
扱
っ
て
い
る
史
料
や
記
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述
内
容
が
大
き
く
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
伊
藤
論
文
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
問
題
へ
の
切

り
口
で
あ
る
。
論
題
で
も
わ
か
る
と
お
り
、
中
井
は
「
近
代
化
」
を

視
点
に
教
育
史
を
俯
瞰
す
る
。
こ
こ
で
の
「
近
代
化
」
と
は
―
本
論

で
そ
の
用
語
は
多
く
の
場
面
で
登
場
し
、
そ
の
数
は
一
六
回
に
も
及

ぶ
が
―
「
世
俗
化
」
や
「
平
準
化
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

顕
著
な
例
と
し
て
本
論
の
結
論
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　

宗
門
学
校
の
近
代
化
志
向
過
程
は
、
狭
い
意
味
で
の
寺
院
学

校
と
し
て
の
性
格
か
ら
次
第
に
一
般
化
さ
れ
る
過
程
で
あ
り
、

そ
う
し
た
意
味
で
も
宗
門
学
校
は
、
必
ず
し
も
閉
塞
的
な
形
で

そ
れ
自
身
近
代
化
を
は
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
制
度
的
に
も
近

代
学
校
教
育
制
度
に
少
な
か
ら
ず
影
響
さ
れ
発
展
し
て
き
た
の

で
あ
る
。（
四
四
九
頁
）

　

こ
こ
で
も
わ
か
る
と
お
り
、
世
俗
の
価
値
観
・
制
度
に
も
と
づ
い

て
制
度
を
変
更
し
て
い
く
こ
と
を
「
近
代
化
」
と
中
井
は
考
え
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
よ
れ
ば
、
浄
土
宗
の
学
校
制
度
は
学
校
の

運
営
自
体
が
次
第
に
宗
門
の
支
配
か
ら
独
立
し
て
い
く
「
近
代
化
」

が
行
わ
れ
た
こ
と
を
中
井
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
近
代
化
」
の
傾
向
が
浄
土
宗
だ
け
の
特

徴
で
あ
っ
た
の
か
と
考
え
る
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い４

。
浄
土
宗
の

教
育
史
か
ら
「
近
代
化
」
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
他
宗
教
他
宗
派

と
比
較
す
る
視
点
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
に
な
ろ
う
。

○
野
田
秀
雄
「
近
代
に
お
け
る
浄
土
宗
教
団
の
研
究
―
宗
立
普
通
教

育
制
度
創
設
前
史
―
」『
日
本
私
学
教
育
研
究
所
紀
要
』
第
一

八
号
（
二
）、
財
団
法
人
日
本
私
学
教
育
研
究
所
、
一
九
八
二

年５

　

本
論
は
、
明
治
一
〇
年
前
後
か
ら
明
治
二
〇
年
代
の
教
育
制
度
の

変
化
が
大
き
か
っ
た
時
期
ま
で
の
概
説
史
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、

明
治
二
〇
年
の
新
「
浄
土
宗
宗
制
」
に
お
い
て
、
宗
学
本
校
・
宗
学

支
校
（
・
宗
学
支
校
予
備
科
）・
普
通
学
校
と
学
校
の
種
類
が
分
類

さ
れ
た
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
展
開
を
論
じ
て
い
る
。

　

野
田
は
、
公
教
育
の
教
育
制
度
と
浄
土
宗
の
教
育
制
度
を
比
較
し
、

浄
土
宗
の
教
育
制
度
は
、
当
時
の
公
教
育
の
教
育
制
度
を
終
始
模
倣

し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
野
田
は
結
論
部
分
で
以
下
の
よ
う
に

述
べ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宗
門
学
校
教
育
制
度
は
、
明
治
政
府
の
学
校

教
育
政
策
に
強
く
影
響
を
受
け
つ
つ
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
教
育
内
容
に
お
い
て
も
、
伝
統
的
な
教
学
を
固
守
す
る
の

で
は
な
く
、
哲
学
的
・
実
学
的
・
科
学
的
な
教
科
を
受
容
し
、
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一
方
で
は
世
俗
的
・
一
般
的
な
学
問
を
重
視
し
た
こ
と
も
解
明

さ
れ
た
。
と
く
に
明
治
二
十
年
の
段
階
で
、
制
度
的
の
み
の
規

定
で
は
あ
る
が
、
僧
侶
教
育
の
み
な
ら
ず
、
在
俗
子
弟
を
対
象

と
し
た
普
通
学
校
の
設
置
に
動
い
た
こ
と
は
、
宗
門
学
校
教
育

近
代
化
へ
の
新
し
い
方
向
性
と
し
て
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。（
二
六
三
頁
）

　

こ
こ
で
も
、
中
井
論
文
ほ
ど
で
は
な
い
が
、「
近
代
化
＝
世
俗
化
」

観
で
教
育
史
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
世
俗
制
度
へ
の
接
近
は
は
た
し
て
浄
土
宗
だ
け
の
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
私
立
学
校
全
体
の
問
題
と
し
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
疑
問
と
し
て
残
る
。

　

ま
た
、
引
用
部
分
の
後
半
に
あ
る
、「
普
通
学
校
の
設
置
」
は
制

度
と
し
て
は
あ
る
も
の
の
「
設
立
す
る
動
向
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
」

（
二
六
一
頁
）
と
野
田
は
述
べ
る
が
、
宗
学
支
校
（
＝
教
校
）
は
、

以
後
在
俗
子
弟
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
現
在
の
宗
立

学
校
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
実
は
、
宗
学
支
校
（
＝
教
校
）
が

い
つ
、
ど
の
よ
う
に
在
俗
子
弟
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は

明
確
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
今
後
は
明
治
三
〇
年
代
以
降
の
学
校

教
育
に
光
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

○
宇
高
良
哲
「
浄
土
宗
の
僧
侶
養
成
制
度
の
歴
史
」『
教
化
研
究
』

第
一
二
号
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年６

　

本
論
は
、
牧
達
雄
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
僧
侶
（
宗
教
的
指
導
者
）
養
成
の
総
合
的
研
究
」
の
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
り７

、
明
治
維
新
期
か
ら
明
治
二
〇
年
代
ま
で
の
概
説
史
と

な
っ
て
い
る
。

　

宇
高
は
、
明
治
維
新
期
の
浄
土
宗
に
つ
い
て
、
江
戸
幕
府
の
大
政

奉
還
、
檀
林
の
崩
壊
、
廃
仏
毀
釈
、
キ
リ
ス
ト
教
や
洋
学
の
勃
興
な

ど
を
理
由
に
「
将
来
に
は
暗
雲
が
立
ち
こ
め
て
い
た
」（
五
六
頁
）

と
表
現
す
る
。
し
か
し
、
明
治
五
年
の
政
府
に
よ
る
「
学
制
」
が
公

布
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
準
じ
て
観
学
講
院
や
宗
学
校
の
学
科
課
程
は

「
一
般
学
」
も
含
む
も
の
に
変
更
さ
れ
、
明
治
二
〇
年
の
新
「
浄
土

宗
宗
制
」
に
よ
る
宗
学
支
校
の
八
大
教
区
制
は
、
当
時
の
全
国
八
大

教
区
制
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
文
部
行
政
に

浄
土
宗
の
教
育
行
政
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
浄
土
宗
の
教

育
体
制
は
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
、
と
宇
高
は
説
明
す
る
。

こ
こ
で
も
、
文
部
行
政
と
の
関
わ
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

○
佐
藤
良
文
「
近
代
に
お
け
る
僧
侶
養
成
の
変
遷
―
明
治
二
、
三
十

年
代
を
中
心
に
―
」『
教
化
研
究
』
第
一
二
号
、
浄
土
宗
総
合
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研
究
所
、
二
〇
〇
一
年

　

本
論
は
、
宇
高
論
文
同
様
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
部
で
あ
り
、

明
治
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
の
教
育
史
を
「
浄
土
宗
制
」
や
『
浄

土
教
報
』
を
参
照
し
て
記
述
し
て
い
る
。

　

本
論
に
は
、
従
来
の
研
究
に
み
ら
れ
な
い
特
徴
が
二
点
あ
る
。
一

つ
に
は
、
機
関
紙
を
用
い
て
当
時
の
学
校
の
様
子
を
紹
介
し
て
い
る

と
こ
と
で
あ
る
。『
浄
土
教
報
』
で
は
入
学
式
の
様
子
や
試
験
と
成

績
、
人
事
、
伝
道
旅
行
な
ど
の
記
事
が
あ
り
、
本
論
は
そ
れ
を
ト
ピ

ッ
ク
ご
と
に
ま
と
め
て
い
る
。
教
育
体
制
に
つ
い
て
の
研
究
は
こ
れ

ま
で
あ
っ
た
が
、
教
育
内
容
に
つ
い
て
の
研
究
は
本
論
が
初
め
て
で

あ
る
。
本
論
は
『
浄
土
教
報
』
な
ど
機
関
紙
を
使
っ
て
、
教
育
内
容

を
整
理
す
る
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
に
は
、
学
校
教
育
史
と
同
時
に
僧
侶
認
定
の
歴
史
も
追

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
佐
藤
は
、
明
治
二
一
年
か
ら
二
四
年
ま

で
に
僧
侶
認
定
に
つ
い
て
検
定
試
験
が
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
。

こ
の
検
定
試
験
は
、
明
治
一
八
年
に
教
導
職
が
廃
止
さ
れ
て
以
降
僧

侶
認
定
に
は
宗
学
支
校
卒
業
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
教
導
職
に
も
な

ら
ず
に
宗
学
支
校
に
行
っ
て
も
い
な
か
っ
た
僧
侶
の
救
済
処
置
で
あ

っ
た
。
検
定
試
験
に
つ
い
て
佐
藤
は
「
激
動
の
時
代
に
何
と
か
対
処

し
よ
う
と
し
て
い
っ
た
、
当
時
の
関
係
者
の
努
力
を
見
た
思
い
で
あ

る
」（
一
四
三
頁
）
と
、
浄
土
宗
の
当
時
の
内
務
行
政
に
対
応
し
た

例
と
し
て
取
り
上
げ
評
価
し
て
い
る
。

○
武
田
道
生
「
明
治
前
期
の
仏
教
教
育
の
目
指
し
た
も
の
―
僧
侶
養

成
教
育
と
一
般
女
子
教
育
―
」『
宗
教
と
教
育
―
日
本
の
宗
教

教
育
の
歴
史
と
現
状
―
』
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
・

井
上
順
孝
責
任
編
集
、
一
九
九
七
年

　

本
論
は
、
近
代
浄
土
宗
教
育
史
研
究
の
一
種
の
変
化
球
で
あ
り
、

浄
土
宗
の
み
の
教
育
体
制
を
追
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
明
治
前
期
の

仏
教
教
育
全
体
を
検
討
す
る
上
で
、
浄
土
宗
の
教
育
体
制
の
一
部
を

紹
介
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
武
田
は
、
各
仏
教
教
団
の
教
育
史
を

検
討
し
、
明
治
前
期
の
宗
派
教
育
機
関
は
、「
も
っ
ぱ
ら
寺
院
子
弟

の
僧
侶
養
成
の
為
の
機
関
の
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
」（
八
七
頁
）

学
制
に
沿
っ
た
段
階
的
な
僧
侶
養
成
が
あ
っ
た
こ
と
を
特
徴
と
し
て

挙
げ
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
仏
教
教
団
も
「
一
般
男
子
教
育
と
い

う
視
点
の
欠
如
し
た
」（
八
八
頁
）
宗
侶
養
成
を
学
校
教
育
で
の
最

優
先
に
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
女
子
教
育
に
関
し
て
は
、
仏
教
教
団
に
お
い
て

も
少
数
で
あ
る
が
、
確
認
で
き
る
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
淑
徳
女

学
校
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
女
子
教
育
は
当
初
よ
り
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キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
が
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
国
家
主
義
も
相
ま
っ

て
よ
う
や
く
明
治
二
〇
年
代
後
半
か
ら
公
立
学
校
に
よ
る
女
子
教
育

の
重
要
性
が
叫
ば
れ
始
め
た
。
武
田
は
、
淑
徳
女
学
校
創
立
者
輪
島

聞
声
が
、
女
子
を
教
育
す
る
こ
と
が
、
仏
教
精
神
を
体
得
し
た
家
庭

婦
人
を
作
る
こ
と
に
な
り
、
同
時
に
浄
土
宗
の
布
教
に
つ
な
が
る
と

い
う
戦
略
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
淑
徳
女

学
校
に
限
ら
ず
、
仏
教
に
よ
る
女
子
教
育
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
女

子
教
育
か
ら
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
た
め
、
以
後
の
発
展
は
み
ら
れ
ず

「
仏
教
主
義
教
育
そ
の
も
の
の
理
念
の
模
索
が
以
後
も
続
く
こ
と
と

な
っ
た
」（
一
〇
二
頁
）
と
武
田
は
説
明
し
て
い
る
。

３
．
近
代
浄
土
宗
教
育
史
研
究
の
こ
れ
か
ら

　

以
上
が
明
治
期
に
お
け
る
浄
土
宗
教
育
史
の
先
行
研
究
で
あ
る
が
、

大
き
く
二
つ
の
課
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

明
治
三
〇
年
代
以
降
の
教
育
体
制
・
教
育
内
容
・
教
育
思
想

　

一
つ
目
に
、
ど
の
研
究
も
主
に
明
治
二
〇
年
代
ま
で
の
教
育
体
制

の
変
遷
を
概
略
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
の
研
究
は

十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
明
治
三
〇
年
代
以
降
、
文

部
行
政
に
よ
る
諸
学
校
令
は
改
正
を
重
ね
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
浄
土
宗
の
教
育
体
制
が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
た
ど

っ
た
の
か
。
こ
れ
を
ま
ず
は
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
浄
土
宗
の
達
示
・
告
示
を
み
て
い
く
と
同
時
に
、

各
学
校
の
変
化
も
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
有
効
な
手
段
は
、
各
学
校
の
年
史
の
統
合
で
あ
る
。
近
年
、

浄
土
宗
関
連
学
校
に
お
い
て
年
史
資
料
が
続
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

藤
原
論
文
か
ら
野
田
論
文
ま
で
は
、
そ
の
よ
う
な
各
学
校
の
年
史
資

料
が
ま
だ
出
そ
ろ
っ
て
な
か
っ
た
時
期
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

先
賢
の
研
究
を
上
書
き
す
る
と
い
う
意
味
で
、
各
学
校
史
の
統
合
を

お
こ
な
い
明
治
三
〇
年
代
以
降
の
浄
土
宗
教
育
史
を
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
佐
藤
論
文
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
『
浄
土
教

報
』
な
ど
の
機
関
紙
を
用
い
た
研
究
も
重
要
で
あ
る
。
佐
藤
論
文
で

は
、
断
片
的
に
教
育
内
容
を
紹
介
し
て
い
た
が
、
教
育
内
容
に
関
す

る
記
事
は
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
多
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
さ
ら
に

詳
細
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、『
浄

土
教
報
』
で
は
教
育
思
想
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
学

校
教
育
に
対
す
る
提
言
や
当
時
の
公
教
育
に
対
す
る
批
判
な
ど
が
多

く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
教
育
体
制
や
教
育
内
容
に
続
い
て
教
育
思
想

も
で
き
う
る
限
り
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

教
育
史
・
宗
教
史
へ
の
接
続
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二
つ
目
に
、
教
育
史
へ
の
接
続
に
つ
い
て
で
あ
る
。
近
代
日
本
教

育
史
で
は
総
じ
て
、
公
教
育
の
発
展
過
程
に
重
き
を
お
い
て
い
て
、

周
辺
と
な
る
宗
教
系
学
校
の
研
究
は
少
な
い
と
い
え
る
。
少
な
い
な

か
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
に
つ
い
て
は
、＂
そ
の
後
の
公
教
育

発
展
過
程
に
大
き
く
寄
与
し
た
”、＂
資
・
史
料
の
数
量
が
多
い
”
な

ど
の
理
由
で
比
較
的
多
く
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
系
学
校
に
つ
い

て
は
、
公
教
育
へ
の
貢
献
は
少
な
い
と
み
な
さ
れ
、
教
育
史
研
究
で

は
あ
ま
り
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た８

。
ま
さ
に
周
辺
の
周
辺
へ
と
追
い

や
ら
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
教
団
や
仏
教
系
学
校

が
公
教
育
に
貢
献
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
で
は
数
々
の

事
例
が
見
つ
か
っ
て
い
る９

。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
谷
川
穣
が
い
う
よ

う
に
、
公
教
育
は
仏
教
教
団
の
人
材
・
空
間
・
方
法
な
ど
を
「
踏
み

台
」
に
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
見
方
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

教
育
史
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
ず
、
浄
土
宗
史

に
お
い
て
も
ど
の
よ
う
に
教
育
史
と
接
続
し
て
い
く
か
を
論
じ
て
こ

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
中
井
論
文
、
野
田
論
文
で
は
「
近
代
化
＝

世
俗
化
」
と
い
う
視
点
に
よ
り
教
育
史
へ
の
位
置
付
け
を
試
み
て
い

た
が
、
他
の
私
立
学
校
や
宗
教
教
団
と
の
比
較
が
行
わ
れ
れ
ば
、
多

角
的
に
浄
土
宗
史
を
教
育
史
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
浄
土
宗
の
教
育
体
制
確
立
の
歴
史
は
近

代
的
な
教
団
確
立
の
歴
史
と
も
密
接
で
あ
り
、
他
教
団
の
歴
史
と
も

比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
浄
土
宗
が
他
教
団
と
比
較
し
て
ど

の
よ
う
に
近
代
期
を
通
過
し
て
い
っ
た
の
か
、
教
育
史
研
究
は
そ
の

こ
と
を
検
討
す
る
手
掛
か
り
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
個
別

の
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
近
代

浄
土
宗
教
育
史
を
教
育
史
や
宗
教
史
に
接
続
し
て
い
く
こ
と
が
、
浄

土
宗
の
教
育
を
考
え
る
上
で
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

こ
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
教
育
系
雑
誌
に
ど
の
よ
う
に

浄
土
宗
の
教
育
戦
略
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
あ
る
い
は
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
史
料
を
参
照
し
、
地
域
に

お
い
て
浄
土
宗
系
学
校
が
他
の
宗
教
系
学
校
や
私
立
学
校
と
比
較
し

て
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
後
は
、
浄
土
宗
内
の
み
の
史
料
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、
教
育

史
・
宗
教
史
研
究
の
方
法
を
用
い
て
、
近
代
浄
土
宗
の
学
校
教
育
や

教
育
戦
略
が
ど
の
よ
う
に
日
本
史
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

※
本
発
表
は
、
平
成
二
二
年
度
浄
土
宗
研
究
奨
学
生
「
近
代
日
本

に
お
け
る
浄
土
宗
の
教
育
体
制
お
よ
び
教
育
内
容
に
関
す
る
研

究
」
の
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
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１　

こ
こ
で
用
い
る
「
近
代
」
と
は
時
代
区
分
の
意
味
で
あ
り
、
明

治
維
新
か
ら
昭
和
二
〇
年
の
終
戦
ま
で
の
時
期
を
指
す
。

２　

本
発
表
で
挙
げ
た
以
外
の
本
特
集
の
研
究
は
以
下
の
通
り
。

　

・
石
井
俊
恭
「
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
諸
学
校
の
変
遷
」

　

・
藤
堂
恭
俊
「
満
成
と
徹
定
に
よ
る
法
然
上
人
の
遺
文
の
編
纂
―

浄
土
宗
の
信
仰
規
範
の
伝
承
そ
の
一
―
」

　

・
藤
堂
恭
俊
「
浄
土
宗
明
治
書
籍
刊
行
編
年
目
録
」

３　

後
に
、
斎
藤
昭
俊
『
仏
教
教
育
の
世
界
』（
渓
水
社
、
一
九
九

三
）
に
再
録
。

４　

拙
稿
「
明
治
二
〇
年
代
の
公
教
育
と
仏
教
教
団
」『
佛
教
論
叢
』

五
三
号
（
浄
土
宗
教
学
院
、
二
〇
〇
九
）。

５　

後
に
、
野
田
秀
雄
『
明
治
浄
土
宗
史
の
研
究
』（
四
恩
社
、
二

〇
〇
三
）
に
再
録
。

６　
『
大
正
大
学
五
十
年
略
史
』（
大
正
大
学
、
一
九
七
六
）「
浄
土

宗
に
お
け
る
近
代
教
育
制
度
の
発
達
」
の
内
容
か
ら
、
本
論
は

そ
の
一
部
を
修
正
し
て
『
教
化
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
と
推
測

さ
れ
る
。

７　

宇
高
論
文
と
次
の
佐
藤
論
文
以
外
の
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

研
究
は
以
下
の
通
り
。

　

・
鷲
見
定
信
「「
宗
教
的
人
格
」
養
成
の
た
め
に
」

　

・
小
澤
憲
珠
「
初
期
大
乗
仏
教
に
お
け
る
菩
薩
の
課
題
」

　

・
林
田
康
順
「
法
然
上
人
に
学
ぶ
宗
教
的
指
導
者
像
」

　

・
田
中
祥
雄
「
浄
土
律
院
の
生
活
と
そ
の
子
弟
養
成
―
貞
照
院
史

料
調
査
報
告
―
」

　

・
野
村
恒
道
「
檀
林
増
上
寺
に
お
け
る
学
寮
制
度
の
一
側
面
」

　

・
熊
井
康
雄
「
浄
土
宗
の
僧
侶
養
成
制
度
の
現
状
」

　

・
熊
井
康
雄
「
伝
統
仏
教
教
団
に
お
け
る
僧
侶
養
成
の
現
状
と
課

題
」

　

・
武
田
道
生
「
新
宗
教
に
お
け
る
教
師
養
成
」

　

・
牧
達
雄
「
僧
侶
養
成
を
考
え
る
―
僧
風
刷
新
と
生
涯
学
習
―
」

　

・
研
究
班
「
僧
侶
養
成
の
課
題
―
ま
と
め
に
か
え
て
―
」

８　

具
体
例
と
し
て
『
近
代
日
本
教
育
史
事
典
』（
平
凡
社
、
一
九

七
一
）「
宗
教
教
育
」「
明
治
前
期
・
後
期
」
で
は
、
キ
リ
ス
ト

教
に
関
す
る
項
目
が
八
個
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
に
関
す

る
項
目
が
一
個
で
あ
る
。

	
『
現
代
教
育
史
事
典
』（
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
一
）「
宗
教
教
育
」

で
は
、
八
個
の
項
目
中
四
個
が
キ
リ
ス
ト
教
関
連
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
仏
教
関
連
は
一
つ
も
な
い
。

９　

中
西
直
樹
『
日
本
近
代
の
仏
教
女
子
教
育
』（
法
蔵
館
、
二
〇
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〇
一
）、
谷
川
穣
『
明
治
前
期
の
教
育
・
教
化
・
仏
教
』（
思
文

閣
出
版
、
二
〇
〇
八
）
な
ど
参
照
。
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『
讃
岐
の
法
然
上
人
』
に
つ
い
て

佐　

　々

木　

諦　

道

一
、
発
行
の
経
緯
　

　

今
か
ら
三
年
前
の
平
成
十
九
年
十
二
月
に
、
冊
子
『
配
流
八
〇
〇

年
追
恩　

讃
岐
の
法
然
上
人
』
が
、
南
海
教
区
か
ら
発
行
さ
れ
た
。

編
集
は
、
教
区
の
教
化
団
及
び
浄
青
会
が
協
力
し
て
行
っ
た
。　

　

わ
が
教
区
は
平
成
十
年
よ
り
、
教
区
誌
『
南
海
』
を
毎
年
発
行
し

て
お
り
、
平
成
十
五
年
か
ら
、「
法
然
上
人
の
讃
岐
の
足
跡
を
巡
る
」

と
題
し
た
、
法
然
上
人
の
遺
跡
探
訪
の
連
載
を
行
っ
て
来
た
。
平
成

十
九
年
は
ち
ょ
う
ど
、
法
然
上
人
讃
岐
配
流
八
百
年
に
当
た
り
、

『
南
海
』
の
連
載
の
集
大
成
と
し
て
、
ま
た
配
流
八
百
年
の
記
念
と

な
る
出
版
物
を
出
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、『
讃
岐
の
法
然
上

人
』
の
企
画
が
始
ま
っ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
ま
ん
の
う
町
（
１
）在
住
の
郷
土
史
研
究
家
の
近ち
か
か
ね兼
和か
ず
お雄

氏
が
平
成
十
二
年
に
発
行
し
た
『
法
然
上
人
讃
岐
の
足
跡　

旧
跡
・

伝
説
地
ま
っ
ぷ（
２
）』

を
土
台
と
し
て
、
今
ま
で
に
訪
れ
た
際
の
資
料
を

ま
と
め
た
り
、
再
訪
問
し
た
り
、
ま
だ
訪
れ
て
い
な
い
所
は
新
た
に

訪
れ
て
取
材
し
た
。
ま
た
、
こ
の
分
野
の
先
駆
け
と
な
っ
た
、
高
橋

良
和
氏
の
著
書
『
法
然
伝
記
の
謎
』
も
、
大
い
に
参
考
に
し
た
。

　

ま
た
本
冊
子
は
八
百
年
記
念
と
い
う
こ
と
で
、
一
、
上
質
な
紙
を

用
い
る
こ
と
。
二
、
保
存
版
と
す
る
こ
と
。
三
、
非
売
品
と
す
る
こ

と
。
ま
た
、
文
字
だ
け
で
は
読
み
づ
ら
い
の
で
、
で
き
る
だ
け
カ
ラ

ー
写
真
を
用
い
て
、
視
覚
に
訴
え
る
（
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
を
は
か
る
）

等
の
編
集
方
針
が
決
定
さ
れ
た
。

二
、
本
冊
子
の
内
容
に
つ
い
て

目　

次

発
刊
に
あ
た
り	

南
海
教
区
教
区
長　

川
田　

邦
博
……
…
２

序
に
代
え
て	

教
化
団
長　

細
井　

房
俊
……
…
３
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国
宝
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
四
十
八
巻
伝
）
よ
り
※	

……
…
５

法
然
上
人
の
四
国
配
流
と
遺
跡
・
伝
承
（
３
）

	

大
本
山
清
浄
華
院
法
主　

伊
藤　

唯
眞
……
…
10

〈
随
筆
紀
行
〉
法
然
上
人
讃
岐
の
足
跡
へ

	

ま
ん
の
う
町
文
化
財
保
護
協
会
理
事　

近
兼　

和
雄
……
…
30

ご
遺
跡
と
伝
承　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
39

ご
遺
跡
・
伝
承
の
所
在
地
と
地
図　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
65

関
連
年
表　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
68

参
考
資
料　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
69

後　

記	

教
化
団
副
団
長　

佐
々
木
諦
道
……
…
70

	

※

５
～
９　

国
宝
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
以
下
、『
勅
伝
』

と
略
称
す
る
）
を
口
絵
と
し
て
掲
載
。

　

①　

巻
33　

段
１
［
安
楽　

六
条
河
原
で
処
刑
］

　

②　

巻
34　

段
２
［
法
然
上
人
の
一
行　

鳥
羽
よ
り
川
船
に
乗
る
］

　

③　

巻
35　

段
１
［	

法
然
上
人　

讃
岐
国
塩
飽
の
高
階
入
道
西
忍

の
館
に
到
着
］

　

④　

巻
35　

段
６
［
法
然
上
人　

善
通
寺
に
参
詣
］

付
、

38　

重
文
『
法
然
聖
人
伝
』（『
弘
願
本
』）〈
巻
４
・
知
恩
院

蔵
〉
段
10
「
観
桜
松
山
」　　

　

こ
の
中
で
、

39
～
64
の
「
ご
遺
跡
と
伝
承
」
こ
そ
が
、
本
冊
子

の
う
ち
で
一
番
重
要
な
部
分
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
に
つ
い

て
述
べ
て
み
た
い
。
訪
れ
た
の
は
30
箇
所
で
、
表
１
に
そ
の
一
覧
表

を
掲
げ
て
お
く
。（
た
だ
し
№
15
の
「
崇
徳
上
皇
陵
」
及
び
№
19
の

「
金
刀
比
羅
宮
」
は
除
く
）

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
30
箇
所
の
遺
跡
す
べ
て
を
説
明
す
る
こ
と
は
不

可
能
な
の
で
、
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
ご
遺
跡
と
伝
承
　

Ⅰ�

．
法
然
上
人
の
讃
岐
に
お
け
る
道
順
（
図
１
の
「
法
然
上
人
ご
遺
跡　

略

地
図
」
を
参
照
）

　

こ
れ
に
は
諸
説
あ
る
が
、
私
見
で
は
上
人
は
、
①
塩
飽
本
島
に
上

陸
し
て
地
頭
の
高
階
盛
遠
の
館
へ
至
る
。
②
本
島
を
出
発
後
、
丸
亀

に
上
陸
し
、
塩
屋
に
至
る
。
③
途
中
、
宇
多
津
に
立
ち
寄
る
。
④
小

松
の
生
福
寺
に
至
る
。
こ
こ
を
中
心
に
西
讃
（
＝
香
川
県
西
部
）
各

地
を
巡
教
。
⑤
善
通
寺
に
参
詣
さ
れ
る
（
③
～
⑤
の
順
番
は
判
然
と

せ
ず
、
入
れ
替
わ
る
可
能
性
が
あ
る
）。

Ⅱ
．
遺
跡
寺
院
の
宗
派

　

宗
派
別
に
分
け
る
と
、
①
浄
土
宗
８
ヶ
寺
、
②
真
宗
系
５
ヶ
寺
、

③
真
言
宗
２
ヶ
寺
で
あ
る
（
た
だ
し
、
№
31
「
仏
生
山
法
然
寺
」
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№ 遺　跡　名 所　　在 ページ
1 西念寺 仲多度郡まんのう町羽間 48
2 円浄寺 仲多度郡まんのう町東高篠中分 50
3 熊谷墓（堂） 仲多度郡まんのう町東高篠中分下 51
4 東高篠の法然堂 仲多度郡まんのう町東高篠 51
5 清福寺跡 仲多度郡まんのう町四条天皇 52
6 真福寺（森）跡 仲多度郡まんのう町四条天皇 52
7 真福寺 仲多度郡まんのう町岸上 53
8 専称寺 丸亀市本島町笠島 40
9 来迎寺 丸亀市本島町泊 41
10 阿弥陀寺 丸亀市本島町小阪 42
11 上人　船つなぎ松跡 丸亀市塩屋町四丁目（本願寺塩屋別院） 42
12 法然上人櫂掘井戸（正宗寺） 丸亀市塩屋町一丁目 43
13 杖掘の井戸・鍋屋道場跡 綾歌郡宇多津町青野山トンネル南口下 44
14 西光寺 綾歌郡宇多津町今市 44
16 大藪の法然さん・稚児嶽 坂出市大屋冨町須賀・青海町 45
17 蛇身石（＝蛇石） 善通寺市碑殿町月信 46
18 法然上人逆修塔 善通寺市善通寺町善通寺 47
20 円光林（えんこうばえ） 仲多度郡琴平町札の前 55
21 法然上人直筆　念仏石 仲多度郡琴平町谷川 55
22 智光寺 善通寺市生野町 2488 46
23 宮田の法然堂（西光寺） 仲多度郡まんのう町宮田 54
24 ガキマチの法然（観音）堂 仲多度郡まんのう町川東中熊 56
25 念仏修業石 綾歌郡綾川町滝宮天満宮 57
26 憲正寺 綾歌郡綾川町滝宮川西権現 58
27 萱原池畔の法然寺 綾歌郡綾川町萱原 58
28 牛岩・馬岩の仮寝小屋 綾歌郡綾川町畑田山原 56
29 亡霊済度の経塚 綾歌郡綾川町畑田馬場先 59
30 熊谷蓮生房住居跡 高松市香南町西庄 60
31 仏生山法然寺 高松市仏生山町甲 3215 61
32 正福寺 高知県四万十市山手通 51 64

表１―讃岐の法然上人ご遺跡　所在位置
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図 1―法然上人ご遺跡　略地図
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〈
浄
土
宗
〉
は
、
法
然
上
人
当
時
の
遺
跡
で
は
な
く
、
後
世
の
も
の
）。

　

香
川
県
は
弘
法
大
師
の
出
身
地
で
あ
る
の
で
、
真
言
宗
寺
院
も
多

い
が
、
真
宗
系
寺
院
も
多
く
、
反
面
、
浄
土
宗
寺
院
は
割
と
少
な
い

（
特
に
西
讃
は
）。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
讃
岐
に
お
け
る
法
然
上
人

の
遺
跡
の
伝
承
・
保
存
を
、
真
宗
寺
院
や
門
徒
の
人
々
が
担
っ
て
き

た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

Ⅲ
．『
勅
伝
』
に
書
か
れ
た
遺
跡
の
地
（
Ⅰ
．
の
道
順
に
よ
る
）

①　
【
塩
飽
本
島
の
専
称
寺
（
高
階
入
道
西
忍
の
館
跡
）】
№
８　

（『
勅
伝
』
第
三
十
五
巻
、
第
一
段
）

　
「
三
月
二
十
六
日
、
讃
岐
国
塩
飽
の
地
頭
、
駿
河
権
守
高
階
保
遠

入
道
西
忍
が
館
に
着
き
給
い
に
け
り
。（
以
下
略
）
（
４
）」

　

＊
法
然
上
人
所
持
の
〈
黄
金
仏
〉、〈
木
鉦
〉、〈
爪
形
の
名
号
石
〉

が
専
称
寺
の
寺
宝
で
あ
る
。

②　
【
ま
ん
の
う
町
の
西
念
寺
（
小
松
の
生
福
寺
跡
）】
№
１　
（『
勅

伝
』
第
三
十
五
巻
、
第
二
段
）

　
「
讃
岐
国
小
松
庄
に
落
ち
着
き
給
い
に
け
り
。
当
庄
の
内
、
生
福

寺
と
い
う
寺
に
住
し
て
、
無
常
の
理
を
説
き
、
念
仏
の
行
を
勧
め
給

い
け
れ
ば
、
当
国
・
近
国
の
男
女
貴
賎
、
化
導
に
従
う
者
、
市
の
如

し
。（
以
下
略
）
（
５
）」

　

＊
西
念
寺
に
は
法
然
上
人
の
御
廟
（
＝
法
然
堂
）
が
あ
る
。
寺
宝

と
し
て
〈
水
鏡
の
御
影
〉（
＝
宝
瓶
の
御
影（
６
））	

が
あ
る
。
ま
た
法
然

堂
の
近
く
に
〈
法
然
水
〉
と
か
〈
豆
腐
の
井
戸
〉
と
呼
ば
れ
る
井
戸

が
あ
る
。
こ
の
西
念
寺
を
中
心
と
す
る
地
域
（
＝
小
松
庄
跡
）
が
、

西
讃
で
最
も
遺
跡
と
伝
承
の
密
集
し
た
場
所
で
あ
る
。

③　
【
善
通
寺
の
上
人
逆
修
塔
】
№
18　
（『
勅
伝
』
第
三
十
五
巻
、

第
六
段
）

　
「
上
人
在
国
の
間
、
国
中
の
霊
験
の
地
、
巡
礼
し
給
う
中
に
、
善

通
寺
と
い
う
寺
は
、
弘
法
大
師
、
父
の
為
に
建
て
ら
れ
た
る
寺
な
り

け
り
。（
以
下
略
）
（
７
）」

　

＊
善
通
寺
は
真
言
宗
の
開
祖
、
空
海
の
生
誕
地
に
あ
る
霊
跡
。
真

言
宗
善
通
寺
派
総
本
山
。
善
通
寺
の
東
側
（
＝
東
院
）
に
あ
る
五
重

塔
の
横
に
〈
法
然
堂
〉
が
あ
り
、
こ
の
中
に
祀
ら
れ
て
い
る
高
さ
百

五
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
五
輪
塔
が
〈
法
然
上
人
逆
修
塔
〉
で
あ
る
。
ま

た
西
院
に
は
〈
親
鸞
堂
〉
が
あ
る
。

Ⅳ
．
遺
跡
を
巡
っ
て
気
づ
い
た
こ
と

①　

い
わ
ゆ
る
〈
弘
法
清
水
伝
説（
８
）〉
に
類
似
し
た
伝
説
が
目
立
つ
。
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讃
岐
の
地
は
昔
か
ら
雨
の
少
な
い
土
地
柄
で
、
常
に
水
不
足
に
悩

ま
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
弘
法
大
師
の
伝
説
の
中
で
、〈
弘
法

清
水
〉
と
か
〈
弘
法
井
戸
〉
と
呼
ば
れ
る
湧
泉
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
讃
岐
に
お
け
る
法
然
上
人
の
伝
説
の
中
に
は
、
そ
れ

と
非
常
に
よ
く
似
た
も
の
が
あ
り
、
明
ら
か
に
〈
弘
法
清
水
伝
説
〉

の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
丸
亀
市
正
宗
寺
の
〈
櫂か
い
ほ
り掘

の

井
戸
〉、
宇
多
津
町
の
〈
杖つ
え
ほ
り掘

の
井
戸
〉、
ま
ん
の
う
町
の
西
光
寺
の

〈
杖
掘
の
井
戸
〉
で
あ
る
。

　

ア　

丸
亀
の
塩
屋
で
村
人
が
水
不
足
に
悩
ん
で
い
る
の
を
ご
覧
に

な
っ
て
、
船
を
漕
い
だ
櫂
を
砂
浜
に
突
き
立
て
て
お
念
仏
を
称
え
る

と
、
真
水
が
湧
き
出
た
。
こ
の
奇
瑞
に
驚
い
た
村
人
は
上
人
に
滞
留

を
願
い
、
そ
こ
に
草
庵
が
で
き
た
。
の
ち
の
正
宗
寺
（
№
12
）
で
あ

る
。
境
内
南
側
の
墓
地
の
中
に
〈
櫂
掘
の
井
戸
〉
が
あ
り
、
本
堂
に

は
そ
の
櫂
と
〈
爪
形
の
名
号
石
〉
が
あ
る
。
ま
た
境
内
に
は
〈
法
然

堂
〉
が
あ
る
。

　

イ　

宇
多
津
の
〈
杖
掘
の
井
戸
〉（
№
13
）
は
、
宇
多
津
町
鍋な
べ

谷や（
９
）の
青
山
ト
ン
ネ
ル
付
近
に
あ
る
。
上
人
が
杖
で
地
面
を
掘
る
と
、

清
水
が
湧
き
出
て
井
戸
が
で
き
た
と
さ
れ
る
。

　

ウ　

ま
ん
の
う
町
宮
田
の
西
光
寺
（
№
14
）
に
も
、
法
然
上
人
の

〈
杖
掘
の
井
戸
〉
の
伝
説
が
あ
る
。

②　

法
然
上
人
の
お
弟
子
た
ち
（
具
体
的
に
は
熊く
ま
が
い谷

蓮れ
ん
せ
い生

・
角か
く
は
り張

の

成じ
よ
う
あ阿

）
が
配
流
の
お
供
を
し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

　

一
、
熊
谷
蓮
生
は
源
平
の
合
戦
に
お
い
て
勇
名
を
馳
せ
た
鎌
倉
武

士
で
あ
る
。
そ
の
蓮
生
の
讃
岐
に
お
け
る
伝
承
に
は
、
ま
ん
の
う
町

の
円
浄
寺
、
同
熊
谷
墓
（
堂
）、
高
松
市
香こ
う
な
ん南

町
の
住
居
跡
等
が
あ

る
。

　

ア　

ま
ん
の
う
町
の
円
浄
寺
（
№
２
）
は
、
同
町
の
西
念
寺
と
並

ぶ
小
松
庄
生
福
寺
跡
の
寺
で
、
宗
派
は
真
宗
興
正
派
で
あ
る
。
寺
に

は
蓮
生
ゆ
か
り
の
〈
指ゆ
び
ず
り摺

の
鉦
鼓
〉
や
〈
蓮
生
房
聖
骨
〉
が
あ
る
。

　

イ　

ま
ん
の
う
町
の
〈
熊
谷
墓
（
堂
）〉（
№
３
）
は
、
蓮
生
を
祀

る
お
堂
で
あ
る
。
内
部
の
五
輪
塔
が
、
蓮
生
の
墓
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

ウ　

高
松
市
香
南
町
の
〈
蓮
生
房
住
居
跡
〉（
№
30
）
は
、
民
家

の
敷
地
内
に
あ
る
お
堂
で
あ
る
。
熊
谷
は
出
家
後
に
「
蓮
生
」
と
し

て
こ
こ
に
来
た
の
で
は
な
く
、
源
氏
の
武
将
「
熊
谷
直
実
」
と
し
て
、

源
平
の
合
戦
の
た
め
に
こ
の
地
に
来
た
と
き
の
住
居
跡
で
あ
る
と
さ

れ
る
。

　

エ　

そ
の
他
、
ま
ん
の
う
町
の
宮
田
の
西
光
寺
（
先
述
）
に
、
蓮

生
の
像
が
あ
る
。

　

オ　

ま
た
、『
讃
岐
の
法
然
上
人
』
に
は
入
れ
て
な
い
が
、
ま
ん

の
う
町
に
、
蓮
生
と
法
然
上
人
が
再
会
し
た
と
い
う
、〈
百ど

ど々

の
辻
〉
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が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
西
讃
地
域
に
は
熊
谷
蓮
生
に
関
す
る
伝
承
が
多
い
こ

と
は
、
高
橋
良
和
氏
も
著
書
『
法
然
伝
記
の
謎
』
の
中
で
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
熊
谷
蓮
生
が
建
永
の
法
難
後
に
、
法
然
上
人
と
と

も
に
讃
岐
に
や
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ

る
。
蓮
生
は
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
の
夏
、
故
郷
の
熊
谷
に
帰

っ
て
い
る
。
そ
し
て
〈
建
永
の
法
難
〉
に
よ
っ
て
、
そ
の
二
年
後
の

建
永
二
年
（
〇
七
）
三
月
一
六
日
に
法
然
上
人
は
四
国
配
流
と
な
り
、

蓮
生
は
『
勅
伝
』
二
七
に
よ
る
と
、
半
年
後
の
九
月
四
日
に
往
生
し

た
と
あ
る
［『
吾
妻
鑑
』
に
は
、
承
元
二
年
（
〇
八
）
九
月
十
四
日

に
往
生
し
た
と
あ
る
］。
帰
郷
後
の
二
年
間
（
あ
る
い
は
三
年
間
）

に
、
讃
岐
に
や
っ
て
来
た
と
い
う
事
実
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら

く
蓮
生
を
慕
う
讃
岐
の
人
々
が
、
彼
に
ち
な
ん
だ
伝
承
を
生
み
出
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

二
、
角
張
の
成
阿
弥
陀
仏
（
＝
成
阿
）：
角
張
の
成
阿
に
関
す
る

伝
承
と
し
て
は
、
先
ほ
ど
の
丸
亀
正
宗
寺
と
、
善
通
寺
の

〈
蛇じ
や
し
ん
せ
き

身
石
〉（
蛇じ
や
い
し石
と
も
い
う
）、
そ
し
て
土
佐
国
（
高
知
）
の
正
福

寺
の
３
ヶ
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ア　

丸
亀
塩
屋
の
正
宗
寺
（
先
述
）：
法
然
上
人
が
去
ら
れ
た
の

ち
成
阿
が
残
り
、
草
庵
を
結
ん
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
の
ち
の
正
宗

寺
で
あ
る
。

　

イ　

善
通
寺
の
〈
蛇
身
石
〉（
№
17
）：
善
通
寺
市
碑ひ
ど
の殿

町
の
山
の

中
腹
に
あ
る
。
法
然
上
人
は
成
阿
に
、「
お
前
の
父
は
、
生
前
の
悪

業
の
報
い
に
よ
っ
て
蛇
と
な
っ
て
こ
の
岩
の
中
で
苦
し
ん
で
い
る
」

と
告
げ
た
。
そ
の
石
を
割
っ
た
と
こ
ろ
一
匹
の
蛇
が
出
て
き
た
の
で
、

上
人
は
回
向
し
て
、
往
生
さ
せ
た
と
い
う
。

　

ウ　

土
佐
国
の
正
福
寺
（
№
32
）：
実
際
に
は
上
人
は
、
土
佐
に

行
か
れ
な
か
っ
た
の
で
、
弟
子
の
成
阿
に
袈
裟
と
鉦
鼓
を
届
け
さ
せ

た
と
さ
れ
る
。
土
地
の
人
々
は
正
福
寺
を
建
立
し
、
こ
れ
ら
の
品
々

を
上
人
の
身
代
わ
り
と
し
た
と
い
う
。

　

さ
て
、
イ
の
善
通
寺
の	

〈
蛇
身
石
〉
で
あ
る
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
真
宗
系
の
法
然
上
人
の
伝
記
と
い
わ
れ
る
『
正
し
よ
う

源げ
ん

明み
よ
う

義ぎ

抄し
よ
う』

の）
10
（

第
八
「
成
阿
父
の
蛇
の
事
」
に
出
て
い
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
も
含
め
て
、
角
張
の
成
阿
の
こ
と
で
最
近
、
東
北
大
学
名
誉
教

授
の
髙
橋
富
雄
氏
が
著
書
『
評
伝
　
角
張
成
阿
弥
陀
仏
）
11
（

』
の
中
で
、

こ
の
『
正
源
明
義
抄
』
を
根
拠
と
し
て
、
成
阿
の
再
評
価
を
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
『
正
源
明
義
抄
』
に
記
さ
れ
て
い
る
、
上
人
配
流
の
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際
に
随
従
し
た
門
弟
十
二
人
の
名
前
）
12
（

を
、
確
か
な
も
の
と
し
て
挙
げ

て
い
る
。
そ
の
十
二
人
の
中
に
は
、
成
阿
の
他
に
法
蓮
房
信
空
と
か

善
恵
房
証
空
（
西
山
派
祖
）
と
い
う
名
前
も
見
え
る
が
、
果
た
し
て

本
当
で
あ
ろ
う
か
？

　

こ
れ
に
対
し
て
、
梶
村
昇
氏
は
、
総
本
山
知
恩
院
の
教
化
誌
『
知

恩
』
に
連
載
中
の
「
法
然
上
人
」
の
中
で
、
門
弟
は
誰
も
お
供
せ
ず
、

お
一
人
で
配
流
先
に
赴
か
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）
13
（

。
こ
の
考
え
で

い
く
と
、
先
述
の
熊
谷
蓮
生
も
、
角
張
の
成
阿
も
、
次
に
述
べ
る
正

信
房
湛
空
も
、
配
流
先
に
お
供
し
た
と
い
う
可
能
性
は
無
く
な
る
。

成
阿
に
は
『
正
源
明
義
抄
』
と
同
じ
蛇
身
石
の
伝
説
も
あ
り
、
あ
る

い
は
お
供
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
な
く
も
な
い
が
、
は
っ
き

り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

　

三
、
正
信
房
湛
空
：『
勅
伝
』
43
に
は
、
上
人
配
流
の
時
、
四
国

ま
で
随
侍
し
た
と
あ
り
、
船
中
で
上
人
の
真
影
を
模
造
と
し
て
造
っ

た
、〈
船
中
の
御
影
〉
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
梶

村
昇
氏
の
『
知
恩
』
連
載
の
「
法
然
上
人
」
に
は
、『
四
巻
伝
』（
＝

『
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
』）
は
湛
空
本
人
が
書
い
た
法
然
伝
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
湛
空
が
配
流
地
の
お
供
を
し
た
と
い
う
記
述
が
無
い
の

で
、『
勅
伝
』
の
記
事
は
事
実
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る）
14
（

。
ま
た
湛

空
に
つ
い
て
、
ま
ん
の
う
町
の
西
念
寺
（
先
述
）
に
伝
承
さ
れ
て
い

る
の
は
、
配
流
の
時
に
お
供
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
法
然
上

人
滅
後
の
あ
る
時
期
に
、
彼
が
上
人
の
御
遺
骨
を
こ
の
地
に
も
た
ら

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

③　

怪
奇
的
な
伝
説
が
多
い
こ
と
。

　

こ
の
讃
岐
の
法
然
上
人
の
遺
跡
に
は
、
怪
奇
的
な
伝
説
が
割
と
多

く
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
善
通
寺
の
〈
蛇
身
石
〉（
先
述
）、
ま
ん
の

う
町
の
〈
ガ
キ
マ
チ
の
法
然
堂
）
15
（

〉（
№
24
）、
そ
し
て
綾
川
町）
16
（

畑
田

に
あ
る
〈
法
然
上
人
経
塚
）
17
（

〉（
№
29
）
で
あ
る
。

Ⅴ
．
最
後
に

　

本
冊
子
『
讃
岐
の
法
然
上
人
』
を
出
版
し
た
目
的
は
、
今
ま
で
な

お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
、
流
罪
の
地
で
あ
る
讃
岐
に
お
け
る
法
然
上

人
の
遺
跡
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
と
注
目
し
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。

も
う
何
十
年
も
す
る
と
、
上
人
の
遺
跡
と
伝
承
は
次
第
に
忘
れ
去
ら

れ
、
や
が
て
消
滅
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
無
い
と
は
い
え
な
い
。
本
冊

子
が
そ
の
防
波
堤
と
な
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。
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【
註
】

（
１
）　

平
成
一
八
年
三
月
二
〇
日
に
、
仲な
か
た
ど

多
度
郡
の
琴こ
と
な
み南

町
、
満ま
ん
の
う濃

町
、
仲
ち
ゆ
う
な
ん南

町
が
合
併
し
て
「
ま
ん
の
う
町
」
が
誕
生
し
た
。

（
２
）　

旧
満
濃
町
に
於
け
る
「
円
光
大
師
法
然
上
人
展
―
さ
ぬ
き
・

ま
ん
の
う
の
足
跡
」
開
催
記
念
と
し
て
、
平
成
一
二
年
一
一
月

一
日
に
、
満
濃
町
文
化
財
保
護
協
会
が
発
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）　

平
成
一
五
年
に
浄
青
会
中
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
会
が
開
催
さ

れ
た
時
、
当
時
、
文
教
短
大
学
長
で
あ
っ
た
伊
藤
唯
眞
先
生

（
現
浄
土
門
主
）
に
講
演
を
賜
っ
た
、
そ
の
講
演
録
で
あ
る
。

（
４
）　
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
六
巻
、

556
～
557

（
５
）　
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
六
巻
、

558

（
６
）　

こ
れ
と
同
じ
図
柄
の
御
影
が
、
二
十
五
霊
場
第
三
番
札
所
、

高
砂
の
十
輪
寺
に
も
あ
る
。

（
７
）　
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
六
巻
、

565

（
８
）　

弘
法
大
師
空
海
に
ま
つ
わ
る
伝
説
の
一
種
で
、
彼
が
旅
の
途

中
立
ち
寄
っ
た
土
地
の
水
不
足
を
哀
れ
ん
で
清
水
を
出
し
て
あ

げ
る
話
が
多
く
、
全
国
各
地
に
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
弘
法

大
師
が
、
他
の
高
僧
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

例
え
ば
、
行
基
・
西
行
・
親
鸞
・
日
蓮
な
ど
で
あ
り
、
当
然
、

法
然
上
人
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
。
柳
田
國
男
は
『
大
師
講
の

由
来
』
の
中
で
、
元
来
は
こ
の
伝
説
の
主
人
公
は
弘
法
大
師
で

は
な
か
っ
た
と
す
る
。
柳
田
は
、「
大
師
」
で
は
な
く
、「
大

子
」（
＝
ダ
イ
シ
、
オ
オ
イ
ゴ
、
オ
オ
ゴ
）
と
呼
ば
れ
る
神
の

御
子
で
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
「
大
子
」
は
、
貴
い
来
訪
神

（
マ
レ
ビ
ト
）
で
も
あ
っ
た
と
す
る
。
や
が
て
仏
教
の
普
及
と

と
も
に
、
来
訪
神
た
る
民
俗
的
ダ
イ
シ
サ
マ
と
、
民
衆
的
な
救

済
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
弘
法
大
師
と
が
習
合
し
て
、
日
本
中

に
大
師
信
仰
が
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
９
）　

こ
の
鍋
谷
の
地
に
は
、
然ね
ん
け
い慶

と
い
う
弟
子
（
塩
飽
の
地
頭
、

高
階
入
道
西
忍
の
配
下
）
が
草
庵
を
結
び
、〈
鍋
谷
道
場
〉
と

呼
ば
れ
た
。
こ
の
道
場
は
の
ち
に
移
転
し
て
、
宇
多
津
町
今
市

の
西
光
寺
（
№
14
）
と
い
う
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
と
な
っ

た
。

（
10
）　
『
正
源
明
義
抄
』
は
、
井
川
貞
慶
編
『
法
然
上
人
伝
全
集
』

の

815
～
909
に
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
成
阿
父
の
蛇
の
事
」
は
、

巻
第
八
の
第
八
、

893
～
894
に
あ
る
。

（
11
）　

平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
年
）
初
版
発
行
。
浄
運
寺
編
・
信

濃
毎
日
新
聞
社
発
売
。

（
12
）　

そ
の
十
二
人
と
は
、
法
蓮
信
空
・
善
恵
証
空
・
観
法
・
浄

蓮
・
唯
実
・
明
円
・
唯
観
・
円
信
・
西
道
・
信
法
・
成
阿
・
随
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蓮
で
あ
る
と
い
う
。

（
13
）　
「
法
然
上
人
」
第
七
五
回
〈
配
所
の
法
然
〉（
平
成
二
二
年
六

月
号
）
に
は
、「
法
然
は
お
そ
ら
く
一
人
で
流
罪
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
立
場
が
違
い
ま
す
が
、
親
鸞
や
隆
寛
の

流
罪
の
場
合
も
、
お
供
が
付
い
て
い
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
流

罪
と
は
そ
い
う
も
の
で
し
ょ
う
」
と
あ
る
。

（
14
）　
「
法
然
上
人
」
第
七
四
回
〈
法
然
流
罪
３
〉（
平
成
二
二
年
五

月
号
）
に
は
、「
流
罪
の
地
ま
で
お
供
し
た
と
か
、
船
中
で
法

然
の
『
張
り
御
影
』
作
成
の
お
手
伝
い
を
し
た
と
か
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
本
人
が
そ
れ
を
こ
こ
に
書
か
な
い
わ
け
は
な
い
で
し

ょ
う
」
と
あ
る
。

（
15
）　

そ
の
地
に
住
ん
で
い
た
多
く
の
餓
鬼
を
、
法
然
上
人
が
済
度

教
化
し
た
と
い
う
。

（
16
）　

平
成
一
八
年
三
月
二
一
日
に
綾
歌
郡
の
綾あ
や
が
み上
町
と
綾
り
よ
う
な
ん南
町

が
合
併
し
て
「
綾あ
や
が
わ川
町
」
が
誕
生
し
た
。

（
17
）　

畑
田
八
幡
宮
付
近
の
田た
ん
ぼ圃
の
中
に
あ
る
墓
石
の
形
を
し
た
石

碑
。
口
か
ら
火
を
噴
き
な
が
ら
飛
び
回
る
女
性
の
亡
霊
を
、
法

然
上
人
が
救
済
し
た
と
い
う
伝
説
で
あ
る
。

〈
弘
法
清
水
伝
説
〉
に
関
す
る
主
な
参
考
文
献

一
、
柳
田
國
男
『
日
本
の
伝
説
』（
新
潮
文
庫
）

二
、
上
別
府
茂
「
大
師
伝
説
の
背
景
」（『
歴
史
読
本
』
一
一
月
号
特

集
「
最
澄
と
空
海
」）
昭
和
五
三
年
、
新
人
物
往
来
社

三
、
佐
々
木
宏
幹
・
宮
田
登
・
山
折
哲
雄
監
修
『
日
本
民
俗
宗
教
辞

典
』
東
京
堂
出
版
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自
然
科
学
の
勉
強
を
し
ま
し
ょ
う

佐　

藤　

堅　

正

１
．
何
故
自
然
科
学
の
勉
強
を
す
る
の
か

　

現
代
社
会
は
科
学
技
術
に
大
い
に
依
存
し
て
は
じ
め
て
今
の
形
で

成
り
立
っ
て
い
る
。
科
学
技
術
な
し
で
は
我
々
の
日
々
の
生
活
は
全

く
違
っ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
電
気
も
ガ
ス
も
な
く
、
電
車
も
ガ

ソ
リ
ン
自
動
車
も
な
い
。
勿
論
、
テ
レ
ビ
も
ラ
ジ
オ
も
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
も
携
帯
電
話
も
な
い
。
百
年
以
上
前
の
江
戸
時
代
の
生
活
を
思
い

浮
か
べ
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
科
学
技
術
と
い
う
、
現
代
の
生
活
に

は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
の
が
自
然
科
学
の

学
問
諸
分
野
で
あ
る
。

　

ま
た
、
現
代
社
会
は
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
化

石
燃
料
の
大
量
消
費
が
地
球
温
暖
化
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
言
わ

れ
て
い
る
。
温
暖
化
が
こ
の
ま
ま
進
め
ば
、
人
間
の
生
き
て
行
く
環

境
が
大
き
く
変
わ
る
。
地
球
の
温
暖
化
を
と
め
、
か
つ
、
地
球
上
の

人
間
が
今
と
同
じ
だ
け
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
を
続
け
る
に
は
、
化
石

燃
料
に
代
わ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
と

課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
自
然
科
学
の
知
見
が
欠
か
せ
な
い
。

　

浄
土
宗
教
師
は
佛
教
の
専
門
家
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
自
然
科

学
の
専
門
家
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
少
な
か
ら
ぬ
数
の
檀
信
徒

が
科
学
技
術
系
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
大
雑
把
に

言
う
な
ら
ば
檀
信
徒
の
お
よ
そ
半
数
が
自
然
科
学
的
な
も
の
の
考
え

方
を
し
て
常
日
頃
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
教
師
が
法
を
説

い
て
い
る
相
手
は
そ
う
い
う
人
た
ち
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
忘
れ
て

は
い
け
な
い
。
そ
し
て
、
相
手
の
も
の
の
考
え
方
を
知
っ
て
お
く
と

い
う
こ
と
は
、
法
を
説
く
に
当
た
っ
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

　

自
然
科
学
に
基
礎
を
お
く
科
学
技
術
か
ら
恩
恵
を
蒙
り
、
現
代
の

諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
自
然
科
学
の
知
見
が
必
要
と
な
り
、
法

を
説
く
相
手
が
自
然
科
学
の
も
の
の
考
え
方
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、



─ 273 ─

僧
侶
で
あ
る
浄
土
宗
教
師
と
雖
も
自
然
科
学
を
知
っ
て
お
い
て
損
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
浄
土
宗
教
師
が
自
然
科
学
の
勉
強
を
す
る

意
義
が
あ
る
。

　

石
田
一
裕
氏
が
指
摘
（
（
（

し
て
い
る
様
に
、
現
代
の
日
本
人
は
西
洋
の

科
学
的
思
考
方
法
に
の
っ
と
っ
た
学
校
教
育
を
受
け
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
る
人
は
少
数
だ
ろ
う
し
、
教
育
の
成
果
と

し
て
科
学
的
思
考
方
法
が
身
に
つ
い
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
残
念
な

が
ら
は
な
は
だ
心
許
な
い
。
科
学
技
術
系
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る

者
を
除
け
ば
、
檀
信
徒
も
浄
土
宗
教
師
も
似
た
様
な
状
況
で
あ
ろ
う
。

私
が
目
標
と
す
る
の
は
、
教
師
、
寺
族
、
檀
信
徒
か
ら
な
る
浄
土
宗

関
係
者
の
、
自
然
科
学
に
関
す
る
理
解
の
水
準
を
上
げ
る
こ
と
で
あ

る
。
念
の
為
付
け
加
え
て
お
く
と
、
一
部
の
エ
リ
ー
ト
を
育
て
て
最

先
端
の
研
究
者
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
集
団
全
体
と
し
て
の
水
準

を
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

佛
教
者
が
科
学
を
論
じ
た
り
、
或
い
は
科
学
者
が
佛
教
や
広
く
宗

教
を
論
じ
る
時
に
興
味
を
持
つ
の
は
、
佛
教
と
科
学
の
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
既
に
先
人
の
多
く
の
研
究
（
2
（

が
あ
る
。
こ
れ
は
非
常

に
興
味
深
い
と
同
時
に
、
極
め
て
難
し
い
課
題
で
あ
る
。
宗
教
を
含

む
す
べ
て
の
精
神
活
動
は
所
詮
脳
の
活
動
に
過
ぎ
ず
、
脳
科
学
と
い

う
学
問
分
野
の
進
歩
に
よ
っ
て
す
べ
て
科
学
的
に
説
明
が
出
来
る
と

い
う
立
場
（
3
（

で
研
究
を
進
め
て
い
る
研
究
者
も
い
る
。
逆
に
、
佛
教
が

科
学
を
包
み
込
む
と
い
う
立
場
で
書
か
れ
た
本（

（
（

も
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
佛
教
と
科
学
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
あ
れ
ば
十
分
と
す
る
立

場
で
あ
ろ
う
。
そ
の
是
非
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
と
て
も
私
の
手
に

は
負
え
な
い
。
本
稿
で
は
佛
教
と
科
学
と
両
方
が
必
要
で
あ
る
と
す

る
立
場
を
取
る
。
そ
の
場
合
、
佛
教
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
既
に
共

通
の
認
識
を
持
つ
浄
土
宗
関
係
者
に
さ
ら
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、

佛
教
の
理
解
に
加
え
て
自
然
科
学
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。

２
．
何
を
ど
の
様
に
学
ぶ
か

　

平
成
二
二
年
二
月
か
ら
、
毎
月
一
回
、
石
田
一
裕
氏
が
中
心
と
な

っ
て
仏
教
と
科
学
の
自
主
的
な
勉
強
会
を
開
い
て
い
る
。
私
は
浄
土

宗
の
教
師
に
な
る
前
は
物
理
学
の
勉
強
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
経

験
を
少
し
で
も
役
立
て
る
べ
く
何
度
か
講
師
の
役
を
勤
め
た
。
こ
の

勉
強
会
へ
の
参
加
者
を
増
や
し
、
勉
強
す
る
分
野
を
広
げ
、
行
く
行

く
は
総
合
研
究
所
の
正
式
な
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
出
来
る
様
に
活

動
を
活
発
に
し
て
い
き
た
い
。

　

将
来
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
研
究
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
と

な
る
の
は
勿
論
上
記
の
仏
教
と
科
学
の
関
係
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ

た
様
に
難
解
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
り
、
容
易
に
は
取
り
付
き
難
い
。



─ 27（ ─

こ
れ
は
能
力
が
あ
り
、
若
く
て
頭
の
柔
ら
か
い
人
に
取
り
組
ん
で
貰

う
こ
と
に
し
て
、
私
が
力
を
注
ぎ
た
い
の
は
浄
土
宗
関
係
者
に
対
す

る
自
然
科
学
教
育
で
あ
る
。
宗
の
講
習
会
が
開
催
さ
れ
て
、
意
欲
の

あ
る
関
係
者
が
勉
強
で
き
る
よ
う
に
、
教
育
課
程
を
作
り
提
案
す
る

こ
と
を
私
の
仕
事
と
し
た
い
。

　

例
と
し
て
物
理
学
に
限
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
古
典

力
学
、
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
方
程
式
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
電
磁
気

学
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
特
殊
及
び
一
般
相
対
性
理
論
、
微
視
的

世
界
を
記
述
す
る
量
子
力
学
、
多
く
の
粒
子
か
ら
な
る
物
理
系
の
集

団
的
振
る
舞
い
を
記
述
す
る
統
計
力
学
、
こ
れ
ら
は
物
理
学
の
基
本

分
野
で
あ
り
、
人
類
の
知
的
財
産
で
あ
る
。
須
く
学
ぶ
べ
き
も
の
と

言
え
よ
う
。
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
と
二
〇
〇
八
年
に
は
合
わ
せ
て
四

人
の
日
本
人
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
。
宇
宙
起
源
の
ニ

ュ
ー
ト
リ
ノ
の
観
測
を
し
た
小
柴
昌
俊
氏
、
自
発
的
対
称
性
の
破
れ

の
概
念
を
素
粒
子
物
理
学
に
導
入
し
た
南
部
陽
一
郎
氏
、
理
論
の
あ

る
種
の
対
称
性
が
破
れ
る
た
め
に
は
ク
ォ
ー
ク
と
呼
ば
れ
る
素
粒
子

の
世
代
が
少
な
く
と
も
三
つ
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
小
林
誠
氏

と
益
川
敏
英
氏
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
話
題
に
つ
い
て
勉
強
す
る
機
会

を
用
意
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

　

自
然
科
学
の
勉
強
を
す
る
場
合
、
き
ち
ん
と
学
ぶ
に
は
あ
る
程
度

の
数
学
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
は
勿
論
浄
土
宗
教
師
が
取
る
べ
き
方

法
で
は
な
い
。
そ
う
か
と
言
っ
て
、
理
論
の
結
論
の
み
を
羅
列
し
て

片
っ
端
か
ら
丸
暗
記
し
て
も
殆
ど
何
の
役
に
も
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

自
然
科
学
の
考
え
方
を
学
ぶ
事
が
大
切
で
あ
る
。

　

ひ
と
つ
の
例
を
挙
げ
て
考
え
て
み
よ
う
。
打
ち
水
を
す
る
と
地
球

温
暖
化
防
止
に
役
立
つ
、
と
い
う
人
が
い
る
。
こ
れ
は
本
当
だ
ろ
う

か
。
道
路
な
り
歩
道
な
り
が
持
つ
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
水
蒸
気
の
持
つ

熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
わ
っ
た
だ
け
で
勿
論
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
量
は
変

わ
ら
な
い
。
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
け
取
っ
た
水
蒸
気
は
宇
宙
空
間
へ

出
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
人
間
が
生
き
て
い
る
空
間
に
あ
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
量
は
殆
ど
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
打
ち
水
で
温
暖

化
が
と
ま
る
、
或
い
は
地
球
が
冷
え
る
訳
で
は
な
い
。
逆
に
、
打
ち

水
を
す
る
と
却
っ
て
温
暖
化
を
促
進
す
る
と
い
う
人
も
い
る
。
物
理

学
の
法
則
に
よ
れ
ば
物
質
か
ら
放
出
さ
れ
る
電
磁
波
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
そ
の
物
質
の
温
度
の
四
乗
に
比
例
す
る
。
従
っ
て
、
打
ち
水
を
し

て
地
表
の
温
度
が
下
が
れ
ば
、
そ
の
分
宇
宙
空
間
へ
放
出
さ
れ
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
減
る
。
だ
か
ら
打
ち
水
は
し
な
い
方
が
よ
い
。
さ
ら
に
、

水
の
分
子
の
方
が
、
所
謂
温
暖
化
ガ
ス
よ
り
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
え

易
い
の
で
温
暖
化
が
促
進
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議

論
は
物
理
学
と
し
て
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
が
手
で
打
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ち
水
を
す
る
時
に
関
係
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
は
、
地
球
上
の
水
の

総
量
や
地
球
全
体
が
持
つ
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
比
べ
て
は
る
か
に
小
さ

く
、
温
暖
化
に
寄
与
す
る
効
果
は
、
無
視
で
き
る
程
小
さ
い
。
打
ち

水
で
は
温
暖
化
は
実
際
に
は
促
進
さ
れ
な
い
。
自
然
科
学
を
用
い
て

現
実
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
正
し
く
理
解
し
て
正
し
く
使

う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３
．
お
わ
り
に

　

現
実
に
起
き
て
い
る
若
者
の
理
科
離
れ
が
進
め
ば
、
科
学
技
術
に

携
わ
る
人
材
の
確
保
が
難
し
く
な
る
。
地
道
に
も
の
を
作
る
こ
と
よ

り
も
、
日
本
は
観
光
立
国
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ

る
が
、
私
は
反
対
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
秋
の
所
謂
リ
ー
マ
ン
・
シ

ョ
ッ
ク
で
世
界
の
景
気
が
悪
化
し
た
時
に
観
光
客
は
減
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
不
安
定
な
も
の
を
一
国
の
産
業
の
基
礎
に
し
て
は
い
け
な
い
。

自
然
科
学
を
学
び
、
こ
つ
こ
つ
と
も
の
を
作
る
。
安
い
も
の
を
大
量

生
産
す
る
の
で
は
な
く
、
手
を
か
け
て
い
い
も
の
を
少
量
だ
け
ゆ
っ

く
り
作
る
。
も
の
を
作
る
の
は
人
の
た
め
で
は
あ
っ
て
も
、
金
儲
け

の
た
め
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
人
を
正
し
く
導

く
の
が
を
佛
教
の
役
割
で
あ
る
。
自
然
科
学
と
佛
教
を
車
の
両
輪
と

し
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
世
の
中
は
、
人
の
世
の
ひ
と
つ
の
有
り
方

で
あ
る
。

　

浄
土
宗
の
教
師
が
約
一
万
人
い
る
。
全
員
が
結
婚
し
て
子
供
が
二

人
い
る
と
す
れ
ば
寺
族
が
三
万
人
に
な
る
。
兼
務
で
は
な
い
住
職
が

い
る
約
五
千
ヶ
寺
に
百
軒
ず
つ
檀
家
が
あ
り
す
べ
て
四
人
家
族
だ
と

す
れ
ば
宗
全
体
で
二
百
万
人
の
檀
信
徒
が
い
る
と
大
雑
把
に
見
積
も

る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
ら
浄
土
宗
関
係
者
二
百
万
人
程
か
ら
な
る

社
会
は
日
本
の
全
人
口
一
億
二
千
万
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
を
占
め

る
。
こ
の
二
百
万
人
の
集
団
で
自
然
科
学
と
佛
教
に
支
え
ら
れ
た
社

会
を
実
現
す
る
。
そ
れ
を
日
本
全
体
に
広
げ
て
い
く
。
極
め
て
困
難

で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
私
の
夢
で
あ
る
。

　

学
問
を
す
る
な
ら
寺
へ
入
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
頃
、
或
い
は
、

寺
が
地
域
の
知
恵
袋
で
あ
っ
た
頃
と
は
、
時
代
も
変
わ
り
、
価
値
感

も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
現
代
に
、
僧
侶
は
地
域
に
無
く
て
は
な
ら
ぬ

存
在
で
あ
り
た
い
と
い
う
の
は
無
理
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
僧
侶
は
常
に
学
び
続
け
る
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
の
は

私
が
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
勉
強
を
す
る
浄
土
宗
教
師

が
少
し
で
も
増
え
る
よ
う
お
手
伝
い
を
し
た
い
。

　

総
合
研
究
所
に
於
け
る
「
佛
教
と
科
学
」
の
勉
強
会
は
ま
だ
始
ま

っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
多
く
の
関
係
者
に
参
加
を
呼
び
掛
け
た
い
。

自
然
科
学
理
解
の
水
準
を
上
げ
る
こ
と
に
興
味
の
あ
る
方
は
、
自
然
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科
学
の
専
門
的
教
育
を
受
け
た
方
も
、
そ
う
で
は
な
い
け
れ
ど
自
然

科
学
に
関
心
が
あ
っ
て
こ
れ
か
ら
勉
強
を
し
て
み
た
い
と
う
方
も
、

是
非
ご
連
絡
頂
き
た
い
。
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は
じ
め
に

　

一
九
九
〇
年
代
中
頃
か
ら
、
安
定
し
た
居
住
空
間
を
も
た
ず
、
公

園
や
駅
な
ど
の
公
的
空
間
で
寝
起
き
す
る
路
上
生
活
者1

が
顕
在
化
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
近
年
で
は
、
労
働
者
派
遣
法
の
改
正
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
も
い
え
る
「
失
業
者
」
が
路
上
生
活
に
追
い

や
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
路
上
生
活
者
に
対
す

る
支
援
を
行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
が
あ
る
中
で
、
い
く
つ
か
の
宗
教
セ
ク

タ
ー
も
積
極
的
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
信
仰
に
基
づ
い
た
団
体

が
路
上
生
活
者
に
対
し
て
支
援
活
動
を
行
う
際
、
そ
の
活
動
は
、
布

教
活
動
を
積
極
的
に
行
う
（「
ホ
ー
ム
レ
ス
伝
道
」）
タ
イ
プ
と
、
布

教
活
動
を
行
わ
ず
に
路
上
生
活
者
の
権
利
擁
護
に
尽
力
す
る
タ
イ
プ

と
に
大
別
さ
れ
る2

。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
そ
の
活
動
の
担

い
手
の
多
く
は
キ
リ
ス
ト
教
系
団
体
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
、
昨
年
、
浄
土
宗
の
有
志
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て

社
会
慈
業
委
員
会
（
通
称
「
ひ
と
さ
じ
の
会
」。
以
下
通
称
を
用
い

る
）
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
仏
教
者
に
よ
る
路
上
生
活
者
に
対
す
る
支

援
活
動
も
展
開
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

本
稿
は
、
こ
の
団
体
の
活
動
を
通
じ
、
仏
教
者3

の
路
上
生
活
者
に

対
す
る
支
援
の
あ
り
方
を
紹
介
し
、
そ
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
報

告
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
東
京
に
お
け
る
路

上
生
活
者
と
そ
こ
へ
関
与
す
る
宗
教
セ
ク
タ
ー
の
姿
勢
を
紹
介
し
、

次
い
で
ひ
と
さ
じ
の
会
の
活
動
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
活
動
に
お

け
る
実
際
的
な
課
題
と
宗
教
セ
ク
タ
ー
に
よ
る
活
動
で
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
る
諸
課
題
を
当
該
団
体
が
ど
う
継
承
／
克
服
し
て
い
る
か
を

述
べ
る
。
な
お
、
発
表
者
は
現
在
、
当
該
団
体
の
活
動
・
運
営
に
携

わ
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
報
告
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら

か
じ
め
断
っ
て
お
く
。

仏
教
者
の
路
上
生
活
者
支
援
に
お
け
る
現
状
と
課
題

髙　

瀬　

顕　

功
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１
．
宗
教
セ
ク
タ
ー
に
よ
る
路
上
生
活
者
支
援

　

東
京
都
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
都
内
の
路
上
生
活
者
の
数
は
一
九
九

〇
年
代
後
半
か
ら
増
加
し
、
二
〇
〇
一
年
に
は
ほ
ぼ
五
千
人
を
数
え

る
ほ
ど
に
な
っ
た
、
し
か
し
、
二
〇
〇
五
年
に
は
減
少
傾
向
が
見
ら

れ
、
二
〇
〇
七
年
に
は
三
千
人
台
半
ば
へ
と
減
少
し
て
い
る
（［
表

１
］［
表
２
］4

参
照
。）
こ
れ
は
、
二
〇
〇
二
年
八
月
に
施
行
さ
れ
た
、

「
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」（
通
称

「
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
法
」）
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ

る5

。

　

こ
の
法
案
に
よ
っ
て
、
緊
急
一
時
保
護
セ
ン
タ
ー
、
自
立
支
援
セ

ン
タ
ー
な
ど
の
開
設
が
進
み
、
路
上
生
活
者
が
そ
れ
ら
地
域
生
活
移

行
支
援
事
業
を
通
じ
て
社
会
復
帰
を
果
た
す
道
が
整
備
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
行
政
の
支
援
政
策
の
流
れ
に
乗
ら
な
い
／
乗

れ
な
い
路
上
生
活
者
は
、
路
上
に
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
人
々
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
の

が
、
民
間
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
や
慈
善
活
動
を
行
う
宗
教
セ
ク
タ
ー
で
あ

る
。
そ
し
て
、
宗
教
セ
ク
タ
ー
の
う
ち
で
も
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
系

団
体
が
積
極
的
な
支
援
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
ド
ヤ
街
と
し
て
有
名
な
山
谷
地
域
で
は
、
そ
の
活
動

団
体
の
「
出
自
」
に
注
目
す
る
と
労
働
組
合
系
、
キ
リ
ス
ト
教
系
、

医
療
系
の
団
体
に
大
別
さ
れ
る
が
、
労
働
組
合
系
が
３
団
体
、
医
療

系
が
３
団
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
系
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
系
が
３
団
体
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
が
６
団
体
、
両
者
に
よ
る
共
同
運

営
が
２
団
体
、
こ
の
ほ
か
韓
国
系
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
も
活
動
を

行
っ
て
い
る
と
い
う6

。

　

前
述
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
系
団
体
が
積
極
的
に
活
動
を
行
う

背
景
の
ひ
と
つ
に
「
布
教
」
と
い
う
目
的
が
あ
る7

。
と
く
に
、
こ
の

よ
う
な
路
上
生
活
者
を
包
摂
す
る
活
動
は
韓
国
系
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

教
会
に
み
ら
れ
る
と
い
う
。
韓
国
系
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
は
、
韓

国
人
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
信
徒
の
獲
得
を
目
標
に

し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
路
上
生
活
者
は
、
周
縁
的
な
存

在
で
あ
る
が
「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
重
要
な
布
教

対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
、
積
極
的
な
実
践
が
行
わ
れ
る
と
い
う8

。

　

こ
の
よ
う
な
、
路
上
生
活
者
の
状
況
、
路
上
生
活
者
に
対
す
る
評

価
が
あ
る
な
か
で
、
最
近
活
動
を
始
め
た
仏
教
者
た
ち
は
ど
の
よ
う

な
方
法
で
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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［表 1］　東京都区内の路上生活者数の推移

［表 2］　東京都区内の路上生活者数の推移
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２
．
ひ
と
さ
じ
の
会
の
活
動
内
容

　

現
在
、
ひ
と
さ
じ
の
会
で
は
、
①
路
上
生
活
者
へ
の
実
際
的
支
援

活
動
（
炊
き
出
し
及
び
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
）、
②
葬
送
支
援
活
動
、
③

食
料
支
援
運
動
の
推
進
と
い
う
三
つ
の
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本

章
で
は
そ
れ
ら
を
以
下
に
概
観
す
る
。

① 

炊
き
出
し

　

ひ
と
さ
じ
の
会
の
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
、
路
上
生
活
者
へ

の
食
料
提
供
。
毎
月
２
回
、
第
一
、
第
三
月
曜
日
に
浅
草
周
辺
で
行

わ
れ
る
。
一
般
的
な
炊
き
出
し
と
は
違
い
、
一
合
ほ
ど
の
お
に
ぎ
り

を
作
り
、
路
上
生
活
者
に
手
渡
し
し
な
が
ら
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
を
図
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
市
販
の
医
療
薬
、
生
活
品
な
ど
も
合
わ
せ

て
配
る
。
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
際
に
は
、
自
分
た
ち
が
仏
教
者
で
あ
る

こ
と
を
被
支
援
者
に
明
示
す
る
が
、
布
教
を
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

お
に
ぎ
り
を
作
る
場
所
は
、
台
東
区
に
あ
る
浄
土
宗
寺
院
で
、
当

会
の
事
務
局
長
の
吉
水
師
が
副
住
職
を
務
め
る
寺
院
で
も
あ
る
。
炊

き
出
し
当
日
は
午
後
四
時
ぐ
ら
い
に
集
ま
り
、
用
具
の
洗
浄
、
ガ
ス

釜
の
設
置
に
始
ま
り
、
炊
事
、
医
薬
品
の
確
認
・
分
配
、
お
に
ぎ
り

の
袋
詰
め
、
コ
ー
ス
の
確
認
な
ど
を
行
い
、
お
お
よ
そ
午
後
八
時
に

夜
回
り
を
始
め
る
。
１
回
の
炊
き
出
し
で
作
る
お
に
ぎ
り
の
数
は
、

一
八
〇
〜
二
〇
〇
個
前
後
で
、
当
日
の
参
加
者
の
数
に
応
じ
て
分
担

し
て
持
ち
、
配
食
に
回
る
。
配
食
コ
ー
ス
は
、
当
初
、
①
浅
草
商
店

街
コ
ー
ス
（
浅
草
寺
周
辺
〜
西
参
道
〜
新
仲
見
世
通
り
）、
②
隅
田

公
園
コ
ー
ス
（
白
髭
橋
〜
吾
妻
橋
〜
隅
田
公
園
）
の
二
つ
で
あ
っ
た

が
、
現
在
は
被
支
援
者
か
ら
の
希
望
な
ど
も
あ
り
、
①
浅
草
商
店
街

コ
ー
ス
と
②
い
ろ
は
会
商
店
街
コ
ー
ス
の
二
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
医
薬
品
、
軍
手
、
カ
イ
ロ
、
福
祉
相
談
窓
口
が
一

覧
に
な
っ
た
小
冊
子
な
ど
も
持
っ
て
回
る
。
ど
ち
ら
の
コ
ー
ス
も
浅

草
松
屋
前
に
午
後
一
〇
時
頃
集
合
し
、
路
上
生
活
者
の
数
、
配
っ
た

お
に
ぎ
り
の
数
、
そ
の
他
報
告
事
項
・
注
意
事
項
な
ど
を
共
有
し
解

散
と
な
る
。

　

夜
回
り
開
始
時
、
終
了
時
に
は
十
念
を
称
え
、
ま
た
夜
回
り
前
に

は
会
場
の
寺
院
本
堂
で
一
五
分
程
度
の
法
要
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
法

要
で
は
法
然
上
人
の
御
法
語
（「
随
順
仏
教
」『
念
仏
往
生
義
』）
が

読
誦
さ
れ
、
十
念
と
あ
わ
せ
て
浄
土
宗
僧
侶
・
檀
信
徒
の
活
動
で
あ

る
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
る
。

② 

葬
送
支
援

　

ひ
と
さ
じ
の
会
発
足
の
そ
も
そ
も
の
動
機
と
な
っ
た
活
動9

。
亡
く

な
っ
た
路
上
生
活
者
に
対
し
、
葬
儀
、
追
悼
法
要
な
ど
を
勤
修
す
る
。

二
〇
〇
四
年
、
新
宿
連
絡
会10

の
新
宿
夏
祭
り
前
夜
祭
に
お
け
る
追
悼
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法
要
を
依
頼
さ
れ
て
以
来
、
毎
年
新
宿
夏
祭
り
前
夜
祭
の
追
悼
法
要

を
現
在
の
ひ
と
さ
じ
の
会
会
員
が
つ
と
め
て
い
る
。
亡
く
な
っ
た
路

上
生
活
者
へ
の
葬
儀
は
、
新
宿
連
絡
会
、
自
立
生
活
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
も
や
い11

（
以
下
も
や
い
）、
企
業
組
合
あ
う
ん12

な
ど
の
諸
団
体

を
通
じ
て
依
頼
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
八
年
に
は
新
宿
で
活
動
す
る
も
や
い
と
元
路
上
生

活
者
の
た
め
の
葬
送
と
墓
の
問
題
を
話
し
合
う
葬
送
支
援
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
発
足
し
、
同
年
秋
、
台
東
区
浄
土
宗
寺
院
内
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
３
団

体
の
合
同
墓
「
結
の
墓
」
が
建
立
さ
れ
る
。

　

死
と
死
後
に
か
か
わ
る
活
動
は
、
仏
教
者
の
宗
教
者
と
し
て
の
役

割
が
求
め
ら
れ
る
場
で
も
あ
り
、
路
上
生
活
者
の
精
神
的
な
支
え
と

な
る
こ
と
も
あ
る13

。

③ 

食
糧
支
援
運
動
の
推
進

　

寺
院
の
災
害
用
備
蓄
米
、
供
米
な
ど
の
寄
付
へ
の
協
力
の
呼
び
か

け
。
寺
院
と
地
域
社
会
と
を
繋
ぐ
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を

通
じ
た
地
域
社
会
へ
の
支
援
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
宗
派
寺
院
に

対
し
て
、
食
糧
支
援
活
動
を
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
、
ま
た
関
係
諸
団
体
と

の
窓
口
と
な
る
。
こ
の
結
果
、
滋
賀
県
の
浄
土
宗
青
年
会
で
は
、
甲

賀
地
域
寺
院
一
ヶ
寺
あ
た
り
浄
米
一
升
の
喜
捨
を
目
標
に
し
「
甲
賀

米
一
升
運
動
」
と
銘
打
っ
た
活
動
が
起
こ
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
一
月

一
〇
日
か
ら
同
月
二
五
日
ま
で
の
期
間
に
約
四
〇
〇
キ
ロ
の
米
が
集

ま
り
、
う
ち
三
〇
〇
キ
ロ
は
フ
ー
ド
バ
ン
ク
関
西
へ
、
一
〇
〇
キ
ロ

が
ひ
と
さ
じ
の
会
へ
寄
付
さ
れ
た
。

　

寺
院
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
た
社
会
活
動
へ
の
参
加
の
呼
び
か

け
は
、
社
会
活
動
に
関
わ
り
た
い
と
い
う
意
識
を
も
つ
潜
在
的
な
仏

教
者
を
、
実
際
の
活
動
と
結
び
つ
け
る
働
き
を
も
つ
。

３
．
活
動
を
め
ぐ
る
現
状
―
実
際
的
課
題
―

　

前
記
の
三
つ
の
事
業
を
行
う
に
あ
た
り
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
点

が
生
じ
た
。

a　

財
源
の
確
保

b　

マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
保

c　

安
定
的
な
活
動
場
所
の
確
保

　

a
に
つ
い
て
は
現
在
賛
助
会
員
制
度
を
設
け
る
こ
と
で
安
定
し
た

活
動
財
源
を
確
保
し
て
い
る
。
b
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
炊
き
出
し

活
動
で
は
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
、
他
の
支
援
団
体
か
ら
の
人

的
資
源
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
毎
回
二
〇
名

前
後
の
人
員
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
し
か
し
、
参
加
の

中
心
メ
ン
バ
ー
は
僧
侶
で
あ
る
た
め
、
寺
院
の
繁
忙
期
は
人
手
が
足

り
な
く
な
る
こ
と
も
経
験
さ
れ
た
。
加
え
て
、
活
動
の
主
た
る
担
い
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手
が
固
定
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
こ
で
の
個
々
人
の
専
門
性
が

強
く
な
り
は
じ
め
る
と
健
全
な
運
営
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
懸

念
さ
れ
る
。
c
に
関
し
て
、
寺
院
と
い
う
空
間
の
社
会
活
動
へ
の
利

用
は
炊
き
出
し
に
限
ら
ず
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
活
動
に
お
い
て
も

有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
当
該
団
体
の
活
動
も
、
二
、
三
カ
所
の

寺
院
を
利
用
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
一
般
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
が
活
動
場

所
を
確
保
す
る
困
難
さ
を
考
え
る
と
、
仏
教
者
団
体
は
か
な
り
の
ア

ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
寺

院
と
い
う
空
間
は
当
然
な
が
ら
僧
侶
や
寺
族
だ
け
の
も
の
で
は
な
い

の
で
、
行
事
が
行
わ
れ
る
と
き
は
活
動
場
所
と
し
て
確
保
す
る
こ
と

が
難
し
い
。
さ
ら
に
は
、
炊
き
出
し
な
ど
の
活
動
中
、「
い
つ
も
の

お
寺
」
と
違
っ
た
雰
囲
気
を
檀
信
徒
が
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
の
か

は
今
後
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
三
つ
の
事
業
は
、
は
じ
め
か
ら
三
者
並
立
と
い
う

形
で
志
向
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
②
→
①
→
③
と
い
う
よ
う
に
派
生

的
な
事
業
の
展
開
を
み
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
情
報
伝
達
、
組

織
運
営
な
ど
の
面
に
お
い
て
不
備
な
面
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
葬
送

支
援
に
関
し
て
い
え
ば
、
誰
が
窓
口
と
な
っ
て
連
絡
を
受
け
る
の
か
、

そ
し
て
そ
れ
を
ど
う
伝
達
す
る
の
か
な
ど
細
か
い
規
定
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
現
在
、
会
員
相
互
の
連
絡
、
あ
る
い
は
情
報
伝
達
は
、

そ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
強
さ
ご
と
に
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
な
ど
を

活
用
し
た
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
緩
や
か
な
支
援
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
し
て
の
機
能
の
み
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
安
定

し
た
活
動
を
維
持
継
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
整
備
は

必
須
で
あ
る
し
、
ひ
と
さ
じ
の
会
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
「
寺
院
・

僧
侶
・
信
徒
に
よ
る
公
益
活
動
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
づ
く
り
」14

を
普
遍

的
な
も
の
と
し
て
確
立
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
い
っ
た
活
動
の
基
礎

部
分
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
加
え
て
活
動
の
継
続
に
は
周
辺
住
民
の
理
解
（
＝
積
極
的

承
認
）、
少
な
く
と
も
不
干
渉
（
＝
消
極
的
承
認
）
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
炊
き
出
し
の
形
態
が
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
・
ス
タ
イ

ル
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
大
き
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
近

隣
住
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
が15

、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
テ
ク
ニ
カ
ル
な
回
避
で
あ
っ
て
、
路
上
生
活
者
へ
の
認

識
を
め
ぐ
る
根
本
的
な
問
題
へ
の
直
接
的
な
応
答
は
避
け
て
い
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

４
．「
課
題
」
へ
の
応
答

　

こ
こ
で
は
、
個
別
具
体
的
な
課
題
を
離
れ
、
宗
教
者
の
社
会
活
動

に
お
け
る
一
般
的
な
課
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
仏
教
者
に
限
ら
ず
、
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宗
教
者
に
よ
る
慈
善
活
動
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
慈
善

の
必
要
性
を
生
み
だ
す
社
会
的
原
因
を
看
過
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る16

。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
な
意
味
づ
け
に
よ
っ
て
、
活
動

が
下
支
え
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
一
方
、
実
践
そ
の
も
の
が
第
一
義

と
な
り
、
問
題
に
対
し
社
会
的
解
決
の
視
点
を
欠
い
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

ひ
と
さ
じ
の
会
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
点
を
克
服
す
る
た
め
、

専
門
性
の
高
い
分
野
に
つ
い
て
他
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
へ
の
協
力
を
通
じ

て
達
成
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
、
生
活
保

護
申
請
や
医
療
相
談
に
関
し
て
は
も
や
い
な
ど
の
他
団
体
と
の
協
働

に
よ
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
路
上
生
活
者
支
援
に
対
し
て
包
括
的

な
取
り
組
み
の
必
要
性
を
、
支
援
者
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
カ

バ
ー
す
る
姿
勢
は
、
自
己
の
活
動
に
対
し
て
あ
る
意
味
諦
観
的
な

「
凡
夫
観
」
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
も
あ
り
、
浄
土
宗
僧
侶
な
ら
で

は
の
姿
勢
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
宗
教
の
社
会
貢
献
活
動
と
い
う
近
年
の
研
究
領
域
で
は
、

宗
教
セ
ク
タ
ー
が
公
的
領
域
に
進
出
す
る
難
し
さ
を
い
か
に
克
服
／

回
避
す
る
か
と
い
う
課
題
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

ラ
ン
ジ
ャ
ナ
・
ム
コ
パ
デ
ィ
ヤ
ー
ヤ
は
、「
宗
教
団
体
が
、
公
的
場

に
お
い
て
活
動
を
行
う
際
に
宗
教
的
姿
勢
を
表
に
出
さ
な
い
こ
と
、

ま
た
は
非
宗
教
団
体
を
通
じ
て
社
会
活
動
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
近

代
に
お
け
る
仏
教
の
社
会
参
加
の
一
つ
の
あ
り
方
で
あ
る17

」
と
い
い
、

櫻
井
義
秀
は
、
現
代
宗
教
が
社
会
貢
献
的
活
動
を
な
す
際
に
直
面
す

る
ジ
レ
ン
マ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
特
定
の
社
会
事
業
を
な
そ
う
と

協
働
す
る
人
々
が
集
ま
る
場
合
に
宗
教
的
理
念
は
お
ろ
か
、
そ
れ
が

あ
る
と
か
な
い
と
い
っ
た
こ
と
に
た
い
し
た
意
味
が
な
く
な
る
と
い

う
事
態
も
生
じ
る
。
理
念
や
方
法
の
差
異
に
こ
だ
わ
る
教
団
は
協
働

の
幅
が
き
わ
め
て
狭
く
な
り
、
大
き
な
事
業
展
開
や
一
般
市
民
か
ら

の
支
援
を
得
に
く
く
な
る18

」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宗

教
セ
ク
タ
ー
が
公
的
領
域
で
社
会
活
動
を
す
る
と
き
、
そ
の
宗
教
性

を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
は
受
容
の
障
壁
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
観
点
か
ら
ひ
と
さ
じ
の
会
の
活
動
を
見
て
み
る
と
、
仏
教
者

の
団
体
で
あ
り
な
が
ら
、
一
般
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
と
の
協
働
が
盛
ん
で
あ

る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
路
上
生
活
者
支
援
」
と
い

う
共
通
意
識
の
も
と
に
互
い
に
活
動
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る

が
、
積
極
的
な
協
動
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
そ
の
設
立
の
経
緯
に
「
葬

送
支
援
」
と
い
う
極
め
て
宗
教
的
な
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
参
加
者
の
活
動
は
、
表
面
的
に
は
布
教
と
い
う
よ

う
な
外
向
き
の
宗
教
性
は
目
立
た
な
い19

。
こ
の
こ
と
も
、
公
的
空
間
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に
お
け
る
活
動
可
能
性
を
担
保
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
こ
と
は
、
宗
教
者
が
宗
教
者
の
ま
ま
で
社
会
と
の
協
働
の
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、
ひ
と

さ
じ
の
会
は
、
は
じ
め
か
ら
「
仏
教
者
の
団
体
」
と
し
て
協
働
を
求

め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
と
も
い
え
る
。

ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
路
上
生
活
者
支
援
に
お
け
る
宗
教
セ
ク
タ
ー
、
と
く

に
キ
リ
ス
ト
教
系
団
体
に
み
ら
れ
る
活
動
の
志
向
性
を
確
認
し
、
仏

教
者
団
体
で
あ
る
ひ
と
さ
じ
の
会
の
活
動
、
お
よ
び
そ
こ
に
見
ら
れ

る
諸
課
題
に
対
す
る
応
答
に
考
察
を
加
え
て
き
た
。

　

そ
こ
で
は
、
実
際
的
課
題
は
多
々
あ
る
も
の
の
、
宗
教
セ
ク
タ
ー

が
陥
り
や
す
い
「
課
題
」
に
対
し
て
は
、
か
な
り
の
克
服
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
当
初
か
ら
こ
の
問
題
を

意
識
し
、
取
り
組
ん
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
結
果
と
し
て
の
克

服
」
と
い
う
側
面
が
強
い
と
い
え
よ
う
。

　

他
方
、
公
的
領
域
で
他
団
体
と
の
協
働
が
多
く
な
る
が
ゆ
え
に
、

没
宗
教
性
化
と
い
う
問
題
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
、

他
の
仏
教
者
を
活
動
に
取
り
込
む
た
め
の
動
機
づ
け
の
弱
さ
に
つ
な

が
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
系
教
団
で
は
社
会

的
弱
者
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
実
践
に
沿
う
も
の
と
し
て
直
接
的
に
支
持
さ
れ
や
す
い
一
方
、
伝

統
仏
教
教
団
で
は
宗
教
行
為
と
路
上
生
活
者
支
援
と
が
積
極
的
に
結

び
つ
き
に
く
い
。
活
動
が
持
続
的
に
行
わ
れ
、
ま
た
教
団
内
で
広
が

り
を
み
せ
る
に
は
、
何
ら
か
の
宗
教
的
意
義
が
示
さ
れ
て
い
る
方
が

宗
教
共
同
体
内
で
受
容
さ
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
宗
教

的
／
教
派
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
強
調
は
、
一
方
で
一
般
市
民
の
参
加
を

制
限
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
宗
教
共
同
体
内
へ
の

受
容
と
一
般
市
民
へ
の
受
容
を
ど
う
調
整
し
て
い
く
か
今
後
注
目
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ひ
と
さ
じ
の
会
の
活
動
は
ま
だ
一
年
程
度
で
あ
り
、
今
後
継
続
さ

れ
て
い
く
中
で
変
化
を
見
せ
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

引
き
続
き
そ
の
経
過
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
他
宗
教

に
お
け
る
同
様
の
活
動
、
あ
る
い
は
非
宗
教
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
路

上
生
活
者
支
援
活
動
な
ど
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教

者
の
特
徴
と
い
う
も
の
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
か
と
思
う
。
ひ
と
さ
じ

の
会
の
活
動
に
よ
り
、
貧
困
問
題
に
取
り
組
む
宗
教
セ
ク
タ
ー
の
中

に
、「
仏
教
者
団
体
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
で
き
た
こ
と
は
、
宗
教
研

究
の
み
な
ら
ず
現
代
の
仏
教
者
の
社
会
貢
献
活
動
の
在
り
方
に
お
い

て
も
新
た
な
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
。
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1　

こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
人
々
を
「
野
宿
者
」、「
ホ
ー
ム
レ

ス
」、
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
路
上
生
活
者
」

と
し
て
統
一
す
る
。

2　

白
波
瀬
達
也
「
釜
ヶ
崎
に
お
け
る
ホ
ー
ム
レ
ス
伝
道
の
社
会
学

的
考
察
―
も
う
ひ
と
つ
の
野
宿
者
支
援
―
」『
宗
教
と
社
会
』

第
一
三
号
、
二
〇
〇
七
年

3　

本
稿
で
は
、
僧
侶
の
み
な
ら
ず
、
寺
院
内
生
活
者
で
あ
る
寺
族
、

仏
教
の
信
仰
を
持
ち
活
動
す
る
一
般
檀
信
徒
も
含
め
て
仏
教
者

と
呼
ぶ
。

4　

[

表
１][

表
２]

と
も
に
、
東
京
都
福
祉
保
健
局
の
調
査
に
基
づ

く
『
東
京
ホ
ー
ム
レ
ス
白
書
２
（
平
成
一
九
年
五
月
発
表
）
よ

り
作
成
。
区
職
員
の
視
認
調
査
（
昼
間
一
日
）
に
よ
る
も
の
で
、

国
管
理
河
川 

（
多
摩
川
、
荒
川
、
江
戸
川
等
）
は
除
く
。
国
管

理
河
川
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
三
年
一
月
調
査
で
は
五
九
四
人

だ
っ
た
の
に
対
し
、
二
〇
〇
七
年
一
月
調
査
で
は
八
一
一
人
に

増
加
し
て
い
る
。

5　

路
上
生
活
者
の
自
立
支
援
お
よ
び
路
上
生
活
と
な
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
支
援
な
ど
に
関
す
る
施
策
を
定
め
た
法
律
。
国

や
自
治
体
が
そ
の
自
立
支
援
、
防
止
支
援
の
責
務
を
負
う
こ
と

を
明
記
し
て
い
る
一
方
で
（
第
一
条
）、
公
園
な
ど
の
公
共
施

設
の
適
正
使
用
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
も

可
能
と
し
て
い
る
（
第
一
一
条
）。

6　

渡
辺
芳
「
キ
リ
ス
ト
教
系
「
ホ
ー
ム
レ
ス
」
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
に
見
る
支
援
の
論
理
構
造
―
山
谷
地
域
に
お
け
る
Ｙ
の
活
動

実
践
か
ら
―
」『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
四
一
号
、
二
〇

〇
四
年

7　
「
布
教
」
以
外
の
目
的
と
し
て
、「
信
仰
の
実
践
」
と
い
う
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
山
谷
地
域
で
生
活
保
護
者
、
路

上
生
活
者
の
た
め
の
食
堂
を
経
営
す
る
牧
師
、
菊
池
譲
師
は
、

「
私
達
の
働
き
は
匿
名
の
愛
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
や
り
っ
ぱ

な
し
の
愛
だ
」（
菊
池
譲｢

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

山
谷
伝
道
記
録｣

『
基
督
教
論
集
』
第
四
一
号
、
一
九
九
八
年
）
と
い
う
。

8　

白
波
瀬
達
也
「
韓
国
系
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
野
宿
者
支
援

―
東
京
中
央
教
会
を
事
例
に
―
」『
関
西
学
院
大
学
社
会
学
部

紀
要
』
第
一
〇
三
号
、
二
〇
〇
七
年

9　
「
原
さ
ん
と
僕
が
も
や
い
な
ど
の
葬
送
支
援
に
関
わ
る
よ
う
に

な
っ
て
、
一
度
だ
け
二
人
と
も
が
葬
式
に
出
ら
れ
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
二
人
と
も
葬
儀
の
執
行
者
の
数
が
必

要
だ
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
な
ん
と
か
仲
間
を
募
ら
な
く
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て
は
な
ら
な
い
と
。
実
活
動
の
上
で
会
を
設
立
す
る
強
い
必
要

性
を
感
じ
た
ん
で
す
」（
二
〇
一
〇
年
三
月
十
七
日
、
吉
水
師

へ
の
聞
き
取
り
調
査
よ
り
）

10　

お
も
に
新
宿
区
で
活
動
す
る
路
上
生
活
者
支
援
団
体
。
毎
週
日

曜
日
に
新
宿
中
央
公
園
で
炊
き
出
し
を
行
う
ほ
か
、
ア
ウ
ト
リ

ー
チ
、
医
療
相
談
、
福
祉
申
請
相
談
な
ど
も
行
う
。

11　

派
遣
労
働
者
、
路
上
生
活
者
、
生
活
保
護
受
給
者
の
生
活
支

援
・
入
居
支
援
を
行
う
団
体
。

12　

隅
田
公
園
等
で
活
動
を
行
う
路
上
生
活
者
支
援
団
体
。
リ
サ
イ

ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
事
業
を
行
い
、
失
業
者
や
元
路
上
生
活

者
に
働
く
場
を
提
供
し
て
い
る
。

13　
「
誰
だ
っ
て
な
り
た
く
て
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な

い
。
で
も
今
は
死
ん
だ
時
に
仲
間
た
ち
と
一
緒
の
と
こ
へ
行
け

る
っ
て
思
え
た
ら
、
残
り
の
人
生
を
も
っ
と
し
っ
か
り
生
き
れ

る
と
思
う
ん
だ
、
と
元
路
上
生
活
者
の
方
に
言
わ
れ
て
。
そ
れ

が
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
ぜ
ひ
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
、
と
思
っ

た
き
っ
か
け
で
す
か
ね
」（
二
〇
一
〇
年
三
月
二
十
三
日
、
吉

水
師
へ
の
聞
き
取
り
調
査
よ
り
）

14　

ひ
と
さ
じ
の
会
Ｈ
Ｐ
で
は
、（
1
）
社
会
的
弱
者
の
支
援
に
お

け
る
地
域
社
会
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
と
の
協
働
、（
2
）
寺
院
・
僧

侶
・
信
徒
に
よ
る
公
益
活
動
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
づ
く
り
、
が
目

指
す
主
た
る
事
業
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
（http://hitosaji.

jp/0engine/tokyo_bbs.cgi　

二
〇
一
〇
年
八
月
三
〇
日
閲

覧
）。

15　

た
と
え
ば
、
台
東
区
蔵
前
で
給
食
活
動
を
行
う
教
会
は
、
毎
週

日
曜
日
の
朝
、
五
〇
〇
人
近
い
路
上
生
活
者
に
対
し
お
弁
当
を

配
食
す
る
が
、
景
観
を
気
に
す
る
近
隣
住
民
か
ら
の
苦
情
が
相

次
ぎ
、
活
動
規
模
縮
小
あ
る
い
は
活
動
そ
の
も
の
の
停
止
な
ど

を
検
討
す
る
協
議
が
両
者
の
間
で
開
か
れ
て
い
る
。

16　

Reinhold N
iebuhr, 1932, T

he Contribution of Religion 
to Social W

ork, N
ew

 Y
ork

： Colum
bia U

niversity 
Press. 

（
＝
髙
橋
義
文
・
西
川
淑
子
訳
『
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

を
支
え
る
宗
教
の
視
点
―
そ
の
意
義
と
課
題
―
』
聖
学
院
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）

17　

ラ
ン
ジ
ャ
ナ
・
ム
コ
パ
デ
ィ
ヤ
ー
ヤ
『
日
本
の
社
会
参
加
仏
教

―
法
音
寺
と
立
正
佼
成
会
の
社
会
活
動
と
社
会
倫
理
』
東
信
堂
、

二
〇
〇
五
年

18　

稲
場
圭
信
・
櫻
井
義
秀
編
『
社
会
貢
献
す
る
宗
教
』
世
界
思
想

社
、
二
〇
〇
九
年

19　

参
加
者
の
活
動
に
対
す
る
意
味
づ
け
の
詳
細
は
、
拙
稿
（
髙
瀬
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顕
功
「
路
上
生
活
者
支
援
を
行
う
仏
教
者
―
ひ
と
さ
じ
の
会
の

活
動
か
ら
―
」『
国
際
宗
教
研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
』
第
六

六
号
、
二
〇
一
〇
年
）
に
譲
る
が
、
実
際
の
支
援
活
動
を
通
し

て
、
仏
教
者
は
自
ら
の
内
側
に
あ
る
宗
教
性
に
気
づ
く
構
造
を

有
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。



─ 288 ─

「
月
影
」
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て

花　

木　

信　

徹

　

月
影
の　

い
た
ら
ぬ
里
は　

な
け
れ
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　

な
が
む
る
人
の　

こ
こ
ろ
に
ぞ
す
む

　

こ
の
法
然
上
人
の
お
歌
は
、
現
在
宗
歌
と
な
っ
て
、
浄
土
宗
の
宗

義
の
中
心
的
内
容
を
表
わ
す
も
の
と
、
内
外
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
歌
の
解
釈
は
い
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
。
誤
っ
た
解
釈

が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
影
響
は
大
き
い
。
こ
の
歌
を
考
察
す
る
所
以

で
あ
る
。

　

な
お
、
法
然
上
人
の
和
歌
の
訳
に
つ
い
て
は
、『
法
然
上
人
の
お

歌
』（
伊
藤
真
宏　

浄
土
宗
）
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま

た
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』
は
、
大
橋
俊
雄
校
注
の
岩
波
文
庫
を
用

い
た
。

（
一
）
文
法
、
語
意
、
詞
書

　

ま
ず
「
月
影
」
の
意
味
で
あ
る
が
広
辞
苑
（
以
下　

同
）
で
は
、

㋑
月
の
ひ
か
り　

㋺
月
の
形
。
月
の
姿　

㋩
月
の
光
に
映
し
出
さ
れ

た
物
の
姿　

等
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
こ
こ
ろ
に
ぞ
」
の
「
に
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
動

作
・
作
用
の
あ
る
所
を
表
わ
す
助
詞
で
あ
っ
て
、「
夢
に
現
れ
る
」

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
「
す
む
」
で
あ
る
が
、
月
影
が
主
語
で
あ
る
か
ら
、
当
然

ま
ず
「
澄
む
」
と
い
う
漢
字
が
当
て
は
ま
る
。
古
語
に
お
い
て
は
、

月
と
澄
む
は
対
語
的
に
使
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
「
澄

む
」
の
意
味
を
調
べ
る
と
、
ま
ず
大
意
と
し
て
、
浮
遊
物
な
ど
が
す

っ
か
り
沈
ん
で
静
止
し
、
液
体
、
気
体
な
ど
が
透
明
に
な
る
意　

と

あ
る
。
そ
し
て
㋑
濁
り
が
な
く
な
る
。
清
く
な
る
。
㋺
曇
り
が
な
く

明
る
く
見
え
る
。
㋩
楽
器
の
音
が
さ
え
て
聞
こ
え
る
。
等
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
自
動
詞
四
段
活
用
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
他
動
詞
と
し
て
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「
澄
ま
せ
る
」（
心
を
）
と
取
る
考
え
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
場
合

下
二
段
活
用
な
の
で
、
係
助
詞
「
ぞ
」
に
は
「
す
む
る
」
と
結
ぶ
は

ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
考
え
は
除
外
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
和
歌
に
お
い
て
は
、「
月
」「
月
影
」
…
「
澄
む
」
と

来
れ
ば
、
ほ
ぼ
常
套
的
に
「
住
む｣

と
掛
け
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
き

た
。
こ
の
こ
と
は
、
宗
報
（
平
成
二
十
二
年
七
月
号
）
安
達
俊
英
氏

の｢

御
法
語
の
背
景｣
に
、
詳
し
く
調
べ
た
結
果
を
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
月
影
」
の
歌
に
お
い
て
も
、「
澄
む
」

に
「
住
む
」
を
掛
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
そ
の
前
に
、
主
語
「
月
影
」
は
何
か
を
喩
え
て
い
る
言
葉
な
の

か
、
考
え
て
み
よ
う
。

　

法
然
上
人
遷
化
の
約
六
十
年
後
に
成
立
し
た
『
和
語
登
録
』
に
は

詞
書
が
な
か
っ
た
。
そ
の
場
合
、
こ
の
「
月
影
」
の
歌
は
何
を
意
味

し
て
い
る
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
法
然
上
人
の
お
歌

と
さ
れ
て
い
る
二
十
二
首
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
内
容
は
、
極
楽
往

生
に
つ
い
て
の
歌
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
と
す
る
と
こ
の
「
月
影
」

の
歌
も
や
は
り
極
楽
往
生
を
歌
わ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
後
の
人
は
考

え
た
。
つ
ま
り
遷
化
約
百
年
後
に
な
っ
て
、
勅
撰
集
『
続
千
載
和
歌

集
』
で
「
光
明
遍
照
十
方
世
界
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
の
心
を
」
と
い

う
詞
書
が
付
く
よ
う
に
な
り
、『
四
十
八
巻
伝
』
で
も
そ
れ
が
踏
襲

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
摂
益
文
は
、
法
然
上
人
の
臨
終
の
最
期
の
文
で

あ
り
、
浄
土
宗
の
宗
義
の
中
心
的
内
容
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
だ
け
に
、
こ
の
経
過
を
見
れ
ば
、
こ
の
歌
は
ま
ず
宗
義
に
基
づ

い
て
厳
密
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
法
然
上
人
の
宗
教
思
想
に
照
ら
し
て
　
　
　
　	

	

―
仏
身
論
を
中
心
に

　

和
歌
に
お
い
て
、「
澄
む
」
は
ほ
ぼ
常
套
的
に
「
住
む
」
が
掛
け

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
月
影
」
の
歌
に
お
い
て
「
住

む
」
と
い
う
解
釈
が
、
宗
義
の
上
か
ら
成
り
立
つ
も
の
か
見
て
み
た

い
。

　
「
月
影
」
の
歌
で
、「
阿
弥
陀
仏
が
心
に
住
む
」
と
解
釈
し
た
場
合
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
「
住

む
」
の
意
味
を
広
辞
苑
で
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
大
意
と
し
て
「
生
物

が
巣
と
定
め
た
と
こ
ろ
で
生
活
を
営
む
意
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

「
①
巣
に
い
る
。
巣
を
作
っ
て
生
活
す
る
。
②
男
が
女
の
も
と
に
か

よ
っ
て
夫
婦
の
ま
じ
わ
り
を
す
る
。
③
居
を
定
め
て
そ
こ
で
生
活
す

る
。
す
ま
う
。
④
そ
の
と
こ
ろ
に
永
く
と
ど
ま
る
。」
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
主
体
が
一
定
の
所
に
と
ど
ま
っ
て
活
動
す
る
の
で
あ

る
。
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㋑
そ
う
で
あ
る
な
ら
「
阿
弥
陀
仏
が
心
に
住
む
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏

が
心
の
中
に
居
し
て
働
く
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
働
き

を
持
っ
た
仏
身
は
、
基
本
的
に
法
身
で
あ
る
。
法
身
と
は
真
理
そ
の

も
の
で
、
人
格
性
を
持
た
ず
、
宇
宙
に
遍
満
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
の
心
に
入
っ
て
来
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
の
心

に
入
っ
た
仏
は
、
如
来
蔵
で
あ
っ
た
り
仏
性
で
あ
っ
た
り
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。

　

一
方
、
法
然
上
人
の
帰
す
る
所
の
仏
は
報
身
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏

で
あ
る
。
こ
こ
で
報
身
と
は
「
衆
生
済
度
の
願
い
と
実
践
を
重
ね
る

こ
と
に
よ
っ
て
報
わ
れ
た
功
徳
を
持
つ
身
体
」（
仏
教
辞
典
第
二
版　

岩
波
書
店
）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
『
無
量
寿
経
』
そ
の
も

の
が
、
阿
弥
陀
仏
が
法
蔵
菩
薩
の
酬
因
感
果
の
報
身
で
あ
る
こ
と
を

明
か
し
て
い
る
。
ま
た
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
以
後
、『
選
択
集
』

と
す
る
）
三
章
に
も
無
量
寿
経
の
そ
の
部
分
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
二
章
に
は
「
か
の
国
の
衣
正
二
報
」
を
観
察
す
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
阿
弥
陀
仏
が
報
身
仏
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
高
橋
弘
次
氏
の
『
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
第
二

部
に
お
い
て
も
詳
し
く
議
論
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、『
逆
修
説
法
』

第
一
七
日
の
文
章
を
引
い
て
、
法
然
上
人
は
三
身
論
で
は
な
く
二
身

論
と
い
う
特
異
な
立
場
に
立
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
が
報
身
で
あ
る
こ
と

を
際
だ
た
せ
て
い
る
と
言
う
。
二
身
論
と
い
う
の
は
、
報
身
を
真
身

（
真
仏
）
と
言
い
換
え
、
そ
の
報
身
の
功
徳
と
し
て
の
化
身
（
化
仏
）

の
ふ
た
つ
に
仏
身
を
分
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
是
こ
そ
阿
弥
陀

仏
を
信
仰
の
対
象
と
し
そ
の
救
済
に
あ
ず
か
る
人
間
の
絶
対
信
頼
の

心
情
を
こ
わ
さ
な
い
阿
弥
陀
仏
論
な
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
う
し
た

ま
っ
た
く
他
と
異
に
す
る
真
化
二
身
論
こ
そ
、
法
然
の
佛
身
観
で
あ

る
と
結
論
づ
け
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
こ
の
『
逆
修
説
法
』
に
は
仏
身
論
に
つ
き
、
次

の
よ
う
な
重
要
な
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
四
七
日
で
は
、

「
先
ず
法
身
と
は
、
こ
れ
無
相
空
寂
な
る
を
、
即
ち
法
身
と
名
づ
く
。

次
に
報
身
と
は
別
の
物
に
あ
ら
ず
。
か
の
無
相
の
妙
理
を
解
る
智
慧

を
、
報
身
と
は
名
づ
く
る
な
り
。
所
知
を
ば
法
身
と
名
づ
け
、
能
知

を
ば
報
身
と
名
づ
く
る
な
り
。
…
」
つ
ま
り
悟
り
の
内
容
を
法
身
、

悟
る
主
体
を
報
身
と
名
づ
け
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
第
六
七
日
に
は
、「
こ
の
経
は
往
生
浄
土
の
教
え
な
り
。
即

身
頓
悟
の
旨
を
も
明
か
さ
ず
。
歴り
ゃ
く
こ
う
う
え

劫
迂
廻
の
行
を
も
説
か
ず
。
娑
婆

の
外
に
極
楽
有
り
。
我
が
身
の
外
に
阿
弥
陀
有ま
し

ま
す
。」

　

こ
れ
ら
を
総
合
す
れ
ば
法
然
上
人
は
、
如
来
蔵
と
し
て
の
法
身
を

否
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
酬
因
感
果
の
報
身
の
み
を
、
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真
仏
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

㋺
次
に
、「
月
影
」
が
「
心
」
に
「
住
す
」
を
、「
月
（
阿
弥
陀
仏
）

の
姿
が
心
に
と
ど
ま
る
」
と
す
る
解
釈
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、

目
を
閉
じ
て
い
て
も
心
に
姿
が
現
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、「
な
が

む
る
人
」
と
い
う
言
葉
が
う
ま
く
当
て
は
ま
ら
な
い
気
が
す
る
が
、

し
い
て
そ
う
解
釈
す
る
と
し
よ
う
。（
し
か
し
こ
れ
で
は
「
月
影
の

い
た
ら
ぬ
里
は
な
け
れ
ど
も
」
を
う
ま
く
解
釈
で
き
な
い
よ
う
に
思

う
が
）
心
に
阿
弥
陀
仏
の
姿
を
と
ど
め
る
の
は
、「
真
如
観
」
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
然
上
人
は
『
百
四
十
五
箇
條
問
答
』
で

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
こ
の
真
如
観
は
し
候
へ
き
事
に
て
候

か
。
答
。
こ
れ
は
恵
心
（
源
信
）
の
と
申
て
候
へ
と
も
、
わ
ろ
き
物

に
て
候
也
。
大
方
真
如
観
を
は
、
わ
れ
ら
衆
生
は
、
え
せ
ぬ
事
に
て

候
そ
。
往
生
の
た
め
に
も
思
わ
れ
ぬ
こ
と
に
て
候
へ
は
、
無
益
に

候
。」
称
名
念
仏
こ
そ
が
正
定
の
業
で
あ
る
と
す
る
法
然
上
人
に
と

っ
て
、「
観
法
」
が
往
生
に
無
益
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

㋩
で
は
、「
月
影
」
が
「
心
」
に
「
住
む
」
を
、「
月
の
光
（
阿
弥
陀

仏
の
光
明
）
が
心
に
と
ど
ま
る
」
と
解
釈
す
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

光
は
ど
こ
か
に
届
け
ば
消
え
る
も
の
だ
か
ら
、
と
ど
ま
る
と
い
う
の

は
考
え
に
く
い
の
だ
が
、
実
は
そ
う
い
う
考
え
方
は
あ
る
の
で
あ
る
。

　

親
鸞
は
『
唯
信
鈔
文
意
』
で
次
の
よ
う
に
言
う
。「「
法
性
法
身
」

と
申
す
は
、
色
も
な
し
形
も
ま
し
ま
さ
ず
…
…
こ
の
一
如
よ
り
形
を

あ
ら
わ
し
て
「
方
便
法
身
」
と
申
す
御
お
ん
す
が
た

相
に
「
法
蔵
比
丘
」
と
な
の

り
た
ま
い
て
、
…
誓
願
の
な
か
に
光
明
無
量
の
本
願
…
を
あ
ら
わ
し

給
え
る
御
お
ん
か
た
ち

形
を
、
世
親
菩
薩
は
「
盡
十
方
無
礙
光
如
来
」
と
名
づ
け

…
即
ち
「
阿
彌
陀
如
来
」
と
申
す
（
な
り
）。
こ
の
報
身
よ
り
…
微

塵
世
界
に
無
礙
の
智
慧
光
を
放
た
し
め
ま
た
ふ
故
に
「
盡
十
方
無
礙

光
佛
」
と
申
す
。
光
の
御
姿
に
て
、
色
も
ま
し
ま
さ
ず
形
も
ま
し
ま

さ
ず
。
即
ち
法
性
法
身
に
同
じ
く
し
て
無
明
の
闇
を
は
ら
い
…
」。

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
は
報
身
で
は
あ
る
が
そ
れ
は
方
便
で
あ
っ
て
、

も
と
の
仏
身
は
無
形
の
の
法
身
仏
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
法
蔵
菩
薩
の

形
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
か

ら
放
た
れ
る
光
は
、
法
身
仏
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
光
を
受
け
た
衆

生
は
悟
り
（
信
心
）
を
得
て
、
そ
の
心
は
仏
と
等
し
く
な
る
。
す
な

わ
ち
、
親
鸞
は
『
末
燈
鈔
』
で
次
の
よ
う
に
言
う
。「
信
心
を
よ
ろ

こ
ぶ
人
は
も
ろ
も
ろ
の
如
来
と
等
し
」。
つ
ま
り
は
、
法
身
に
よ
る

「
己
心
の
弥
陀
」
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
㋑
と
同
様

に
如
来
蔵
と
し
て
の
法
身
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
法
然
上
人
の
宗
義

に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
如
来
と
等
し
」
い
の
で
あ
れ

ば
、
ど
う
し
て
往
生
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。

㋥
「
阿
弥
陀
仏
の
光
明
が
心
に
と
ど
ま
る
」
を
、
法
身
と
し
て
の
光
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（
親
鸞
の
立
場
）
で
は
な
く
、
摂
取
の
光
明
が
と
ど
ま
る
と
す
る
の

は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
「
恋
人
に
思
い
を
懸
け
る
」
よ
う
に

「
阿
弥
陀
仏
に
思
い
を
懸
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
阿
弥
陀
仏
に
影

護
さ
れ
る
」
つ
ま
り
、「
親
縁
」
の
関
係
を
結
ぶ
と
考
え
る
の
で
あ

る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
法
然
上
人
は
、『
選
択
集
』
七
章
で
、
善
導
大
師

の
『
観
経
疏
』
の
次
の
文
を
引
い
て
い
る
。「
衆
生
、
行
を
起
こ
し

て
口
に
常
に
仏
を
称
す
れ
ば
、
仏
即
ち
こ
れ
を
聞
き
た
ま
う
。
身
に

常
に
仏
を
礼
敬
す
れ
ば
、
仏
即
ち
こ
れ
を
見
た
ま
う
。
心
に
常
に
仏

を
念
ず
れ
ば
、
仏
即
ち
こ
れ
を
知
り
た
ま
う
。
衆
生
、
仏
を
憶
念
す

れ
ば
、
仏
ま
た
衆
生
を
憶
念
し
た
ま
う
。」（「
親
縁
」）
つ
ま
り
、
念

仏
と
い
う
行
為
に
対
し
阿
弥
陀
仏
が
い
ち
い
ち
に
応
答
す
る
と
い
う

の
だ
。
ま
た
、『
選
択
集
』
九
章
に
は
「
四
修
」（
そ
の
一
つ
が
無
間

修
）
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
二
章
で
も
善
導
大
師
の
『
往
生
礼

讃
』
の
次
の
文
を
引
い
て
い
る
。「
今
身
に
か
の
国
に
生
ぜ
む
と
願

ぜ
は
、
行
住
坐
臥
に
必
ず
す
べ
か
ら
く
心
を
励
ま
し
、
己
を
克
し
て

昼
夜
に
廃
す
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。」
ま
た
法
然
上
人
の
御
法
語

『
禅
勝
房
に
示
さ
れ
る
御
詞
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
善
導
の
釈

に
依
ら
ば
、
万
已
上
は
相
続
の
分
と
為
す
べ
し
。
但
し
、
一
万
反
と

雖
も
急
ぎ
申
し
て
、
虚
し
く
時
節
を
過
ぐ
べ
か
ら
ず
。
も
し
一
万
反

と
雖
も
一
日
一
夜
の
所
作
と
為
す
べ
し
。」
つ
ま
り
、
常
に
念
仏
を

称
え
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
念
仏
の
相
続
こ
そ
肝
要
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
念
仏
一
回
ご
と
に
阿
弥
陀
仏
と
縁
を
結
ぶ
。
称
え
続

け
な
け
れ
ば
「
親
縁
」
の
関
係
が
切
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ひ

と
た
び
念
仏
を
称
え
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
光
が
心
に
「
と
ど
ま
る
」、

の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
そ
れ
で
は
、
念
仏
を
称
え
続
け
る
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
の

光
明
が
心
を
照
ら
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
そ
う
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
住
す
」
と
い
う
言
葉
と
は
違

う
も
の
で
あ
る
。
さ
き
の
『
逆
修
説
法
』
で
は
、「
光
に
触
れ
る
」

と
表
現
し
て
い
る
。
十
万
億
土
の
彼
方
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
が
照
射
し

た
光
に
触
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
光
が
心
に
住
む
」
の
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
の
安
達
俊
英
氏
の
宗
報
の
文
章
で
、「
す
り
抜
け

て
い
く
阿
弥
陀
仏
の
光
明
を
受
け
止
め
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
住

す
」
を
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
逆
修
説
法
』
三
七
日
で
法

然
上
人
は
、
仏
の
光
明
を
「
常
光
」
と
「
神
通
光
」
に
分
け
、
阿
弥

陀
仏
の
摂
取
の
光
明
は
「
神
通
光
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
「
神
通
光
」
は
、
念
仏
す
る
衆
生
を
摂
取
す
る
、
言
わ
ば
一
発

必
中
の
光
で
、
念
仏
ご
と
に
放
た
れ
、
念
仏
す
る
衆
生
に
到
達
す
る
。

つ
ま
り
、
透
過
す
る
光
で
は
な
い
の
で
、
受
け
止
め
る
必
要
は
な
い
。
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つ
ま
り
、
こ
の
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、「
住
む
」
と
い
う
字
を
当
て
た
場
合
の
解
釈
を
あ
ら
か
た

検
討
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
法
然
上
人
の
宗
教
思
想
か
ら
み
る
と
、

「
澄
む
」
の
み
が
妥
当
で
あ
り
、「
住
む
」
は
誤
っ
て
い
る
か
適
当
で

な
い
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
結
論
　
宗
歌
と
し
て
の
「
月
影
」
の
歌

　

こ
の
歌
が
宗
歌
と
し
て
選
ば
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
ま
ず
明
治
二

十
九
年
、
梶
宝
順
（
浄
土
宗
）
が
『
仏
教
唱
歌
集
』
を
出
す
に
あ
た

リ
、
各
宗
宗
祖
の
代
表
的
な
歌
（
和
歌
）
を
集
め
た
と
き
に
遡
る
。

そ
の
後
、
昭
和
七
年
、
法
然
上
人
生
誕
七
百
年
に
発
表
・
演
奏
さ
れ

た
。
そ
の
の
ち
、
宗
内
の
支
持
を
受
け
て
浄
土
宗
宗
綱
に
宗
歌
と
し

て
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
法
然
上
人
が
宗
歌
と
制
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
後
生
の
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
歌
を
宗
歌
と
す
る
の
な
ら
ば
、

厳
密
に
宗
義
に
の
っ
と
っ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。『
四
十
八

巻
伝
』
第
三
十
に
は
「
上
人
は
や
ま
と
う
た
を
事
と
し
給
は
ざ
り
け

れ
ど
、
我
国
の
風
俗
に
し
た
が
い
て
、
法
門
に
よ
せ
て
は
、
と
き
ど

き
お
も
い
を
の
べ
ら
れ
る
に
や
。」
と
書
い
て
い
て
、
四
十
八
巻
伝

の
著
者
も
、
上
人
は
和
歌
を
専
門
的
に
詠
も
う
と
は
な
さ
ら
な
か
っ

た
が
、
浄
土
の
法
門
つ
い
て
時
に
思
い
を
歌
に
さ
れ
た
、
と
感
じ
て

お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
浄
土
の
法
門
こ
そ
が
大
事
で
あ

り
、
和
歌
の
技
巧
は
二
の
次
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
和
歌
の
中
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
、「
住
す
」
と
掛
け
な

い
場
合
も
あ
る
。「
月
影
」
歌
は
、
こ
の
少
数
例
で
あ
る
と
し
て
、

宗
と
し
て
「
す
む
」
は
「
澄
む
」
で
あ
る
と
、
宗
の
内
外
表
明
す
べ

き
だ
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
「
月
影｣

の
歌
は
、
伊
藤
真
宏
氏

（「
法
然
上
人
の
お
歌
」）
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
意
味

と
な
ろ
う
。

「
月
を
眺
め
る
人
の
心
に
美
し
い
月
は
澄
み
わ
た
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
あ
た
か
も
、
念
仏
を
称
え
る
と
、
阿
弥
陀
仏
の
存
在
や
、
そ
の

大
慈
悲
の
あ
り
が
た
さ
が
実
感
で
き
る
の
だ
」
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一
、
宗
教
教
団
と
は
何
か

　
宗
教
教
団
と
は
、
信
教
の
自
由
、
あ
る
い
は
信
条
の
自
由
の
も
と
、

同
じ
精
神
世
界
に
所
属
し
よ
う
と
し
て
、
こ
こ
ろ
ざ
し
を
同
じ
く
す

る
も
の
が
、
相
集
う
ひ
と
つ
の
共
同
体
で
あ
る
。

　
日
本
は
、
一
般
的
に
は
、
佛
教
国
で
あ
る
。

　
僧
は
、
僧
伽
・
サ
ン
ガ
で
、
出
家
（
比
丘
、
比
丘
尼
）
と
在
家
信

者
（
優
婆
塞
・
優
婆
夷
）
の
四
衆
が
、
サ
ン
ガ
の
内
容
と
な
っ
た
。

　
佛
教
で
の
僧
と
は
、
現
代
、
わ
れ
わ
れ
慣
用
的
に
用
い
て
い
る
出

家
者
個
人
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
集
団
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、

佛
教
徒
に
よ
る
生
活
共
同
体
の
形
成
を
意
味
す
る
。

　
要
す
る
に
僧
・
サ
ン
ガ
と
は
、
佛
教
徒
に
よ
る
生
活
共
同
体
・
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
り
、
佛
教
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
宗
教
心
を
共
有
す

る
共
同
体
意
識
を
も
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
わ
が
国
の
佛
教
も
佛
教
で
あ
る
以
上
、
佛
教
徒
に
よ
る
生
活
共
同

体
で
あ
る
僧
の
形
成
が
あ
り
、
わ
が
国
の
大
乗
佛
教
を
在
家
佛
教
と

見
た
時
、
そ
れ
は
「
講
」
と
言
う
言
葉
で
代
表
さ
れ
る
宗
教
組
織
と

し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
し
か
し
、
現
実
は
ど
う
か
。

　
浄
土
宗
教
団
は
、
徳
川
幕
府
の
官
僚
機
構
の
政
策
の
も
と
に
お
け

る
檀
家
制
度
で
、
経
済
的
に
楽
な
寺
院
運
営
が
出
来
た
。
ま
た
、
第

二
次
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
、
自
由
主
義
思
想
が
、
生
活
環

境
を
変
え
た
。
こ
の
個
人
の
生
活
中
心
の
自
由
民
主
主
義
体
系
の
中

で
、
日
本
は
酔
い
、
本
来
の
講
の
力
を
、
住
職
は
見
失
っ
た
と
考
え

る
。
人
間
個
人
に
重
点
を
お
き
す
ぎ
、
個
人
の
生
活
を
支
え
て
い
る
。

家
族
の
本
質
も
豊
か
な
生
活
環
境
で
見
失
っ
た
よ
う
だ
。

教
団
組
織
の
あ
り
方
　

　
　
　
　
講
組
織
を
理
想
と
す
る
教
団
づ
く
り

横
　
井
　
照
　
典
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二
、
念
佛
教
団
創
世
期
が
示
す
講

　
勢
観
房
源
智
上
人
が
、
師
の
法
然
上
人
報
恩
の
為
、
阿
弥
陀
如
来

佛
像
（
三
尺
）
を
、
建
暦
二
年
の
暮
、
多
数
の
道
俗
に
勧
進
し
て
、

建
立
。

　
源
智
上
人
の
こ
の
事
跡
は
、
今
ま
で
知
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
昭
和

五
十
四
年
八
月
、
滋
賀
県
信
楽
町
玉
桂
寺
で
発
見
さ
れ
た
阿
弥
陀
如

来
胎
内
か
ら
多
く
の
文
書
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
中
に
、
源
智
上
人
直

筆
の
造
立
願
文
が
あ
り
、
四
万
数
千
人
の
道
俗
男
女
結
縁
者
の
交
名

が
あ
っ
た
。

　
源
智
上
人
は
、
動
員
力
、
組
織
力
を
も
ち
、
多
く
の
念
佛
聖
を
傘

下
に
お
い
て
い
た
。
こ
の
念
佛
聖
達
が
、
そ
れ
ぞ
れ
念
佛
講
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
講
組
織
の
力
と
言

え
よ
う
。

三
、
今
こ
そ
、
浄
土
宗
教
団
づ
く
り

　
今
の
浄
土
宗
教
団
は
、
形
の
上
で
は
、
佛
教
教
団
で
は
あ
る
が
、

言
う
な
れ
ば
、
単
な
る
僧
侶
、
浄
青
、
寺
庭
婦
人
の
協
同
組
合
に
過

ぎ
ず
力
は
弱
い
。

　
檀
信
徒
の
顔
が
出
て
来
な
い
。

　
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
、
本
来
の
教
団
組
織
が
出
来
る
か
。

　
そ
れ
は
、
幸
い
に
も
、
浄
土
宗
に
は
他
宗
と
区
別
す
る
五
重
相
伝

が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
実
施
す
る
と
共
に
、
そ
の
後
、
必
ず
五
重
講

を
寺
単
位
で
結
成
し
て
、
宗
と
し
て
連
合
体
を
編
成
す
れ
ば
、
真
宗

教
団
に
比
適
す
る
強
い
教
団
が
出
来
る
。

　　
私
の
五
重
体
験
を
通
し
て
、
講
づ
く
り
を
述
べ
る
。

　一
、
三
州
教
区
宮
崎
組
A
寺

　
平
成
十
六
年
五
月
七
日
～
五
月
十
一
日

　
五
重
相
伝
　
男
子
一
名
　
女
子
九
名

二
、
三
州
教
区
沖
縄
組
袋
中
寺

　
参
加
寺
院
　
九
ヶ
寺

　
平
成
十
八
年
二
月
一
日
～
二
月
五
日

　
五
重
相
伝
　
男
子
二
十
八
名
　
女
子
四
十
三
名

三
、
三
州
教
区
鹿
児
島
組
B
寺

　
平
成
十
九
年
四
月
十
二
日
～
四
月
十
四
日

　
授
戒
　
男
子
八
名
　
女
子
二
十
五
名
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四
、
三
州
教
区
宮
崎
組
A
寺

　
平
成
二
十
年
五
月
三
日
～
五
月
五
日

　
授
戒
　
男
子
四
名
　
女
子
二
十
二
名

五
、
三
州
教
区
鹿
児
島
組
B
寺

　
平
成
二
十
二
年
五
月
七
日
～
五
月
十
一
日

　
五
重
相
伝
　
男
子
四
名
　
女
子
二
十
四
名

　
五
重
相
伝
、
授
戒
終
了
後
各
寺
院
に
五
重
講
を
結
成
（
沖
縄
組
は

参
加
寺
院
ご
と
に
）。

　
毎
月
一
回
お
寺
ま
た
は
会
場
を
設
け
、
お
寺
の
清
掃
、
お
念
佛
、

懇
親
会
、
ハ
イ
キ
ン
グ
等
実
施
し
て
い
る
。

　
沖
縄
組
に
お
い
て
は
年
一
回
の
袋
中
祭
に
全
員
参
加
し
大
き
な
力

に
な
っ
て
い
る
。

○
　
沖
縄
組
五
重
相
伝
に
つ
い
て
の
宗
学
研
究
所
武
田
道
生
師
の
報

告
（
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）
と
私
が
鹿
児
島
組
・
宮
崎
組
・
沖
縄
組
で

伺
っ
た
感
想
の
一
部
紹
介
。

　
授
者
の
感
想

一
、
最
愛
の
息
子
を
な
く
し
て
半
年
、
毎
日
お
念
佛
を
称
え
て
い
ま

す
。

一
、
南
無
阿
弥
陀
佛
、
南
無
阿
弥
陀
佛
と
本
堂
い
っ
ぱ
い
に
ひ
び
き

わ
た
る
声
に
感
動
し
ま
し
た
。

一
、
念
佛
を
称
え
て
、
自
信
と
勇
気
が
わ
い
て
来
て
御
先
祖
様
の
供

養
が
出
来
た
こ
と
一
番
う
れ
し
い
。

一
、
こ
れ
か
ら
、
毎
日
母
に
、
念
佛
を
称
え
ら
れ
る
こ
と
一
番
う
れ

し
い
。

一
、
南
無
阿
弥
陀
佛
は
母
心
、
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。

一
、
永
遠
の
幸
せ
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

一
、
物
を
大
切
に
す
る
心
、
命
の
大
切
さ
、
当
た
り
前
の
こ
と
に
感

謝
。

一
、
沖
縄
の
諸
行
事
と
仏
教
の
結
び
つ
き
が
理
解
出
来
た
。

一
、
心
よ
り
南
無
阿
弥
陀
佛
と
念
佛
が
申
せ
る
自
分
な
り
。

一
、
月
一
回
仲
間
と
出
会
い
お
念
佛
し
た
り
清
掃
し
た
り
懇
談
し
た

り
出
来
る
の
楽
し
み
で
あ
る
。

　
A
寺
は
、
五
重
、
授
戒
と
続
き
、
B
寺
は
授
戒
、
五
重
と
続
い
て

開
莚
出
来
た
。
ま
た
、
B
寺
は
弥
陀
三
尊
が
新
し
く
修
復
さ
れ
、
そ

の
中
心
は
、
講
の
篤
信
者
で
あ
っ
た
。
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四
、
結
び

　
今
の
宗
務
行
政
、
具
体
的
に
は
、
宗
の
意
見
で
あ
る
宗
議
会
議
員

一
人
一
人
の
意
識
に
教
化
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
な
い
。
教
化
と
は
何
か
、

わ
か
っ
て
い
な
い
。
教
団
と
し
て
、
体
を
な
し
て
い
な
い
。
こ
れ
で

よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
全
国
的
に
、
法
然
上
人
八
百
年
大
遠
忌
事
業
と
し
て
、
五
重
相
伝
、

授
戒
を
奨
励
し
て
お
り
、
丁
度
最
大
の
チ
ャ
ン
ス
で
、
講
を
つ
く
り
、

講
を
組
織
化
し
て
宗
務
庁
は
講
の
連
合
体
を
形
成
す
る
こ
と
を
教
化

政
策
と
す
る
こ
と
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
寺
院
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り

の
復
活
が
出
来
る
。

　
宗
と
し
て
、
例
え
ば
各
寺
院
へ
送
付
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
板
な

ど
業
者
委
託
の
事
業
や
不
要
な
イ
ベ
ン
ト
は
全
て
中
止
し
、
五
重
相

伝
や
授
戒
を
開
莚
す
る
寺
院
に
資
金
援
助
し
、
真
の
教
団
づ
く
り
に

努
力
す
る
こ
と
が
、
法
然
上
人
へ
の
誠
の
報
恩
と
な
る
。

○
参
考
文
献

　
　
平
河
章
著
『
原
始
仏
教
の
教
団
組
織
』
春
秋
社

　
　
阿
満
利
麻
呂
著
『
社
会
を
つ
く
る
仏
教
』
人
文
書
林

　
　
笠
原
一
男
著
『
日
本
宗
教
史
』
山
川
出
版
社

調
査
団
代
表
柴
田
実
著
『
玉
桂
寺
阿
弥
陀
如
来
立
像
胎
内
文
書
調
査

報
告
書
』
玉
桂
寺
発
行
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は
じ
め
に

　

良
忠
上
人
（
以
下
、
諸
師
敬
称
略
）
の
業
成
論
に
つ
い
て
は
、

『
観
経
』
十
念
理
解
や
三
心
、
機
根
に
つ
い
て
な
ど
、
他
に
も
詳
細

に
検
討
を
要
す
る
点
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
総
合
的
に
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
。
本
研
究
で
は
良
忠
の
業
成
論
を
考
察
す
る
た
め

の
一
助
と
し
て
見
仏
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

一
、
見
仏
に
つ
い
て
―
先
学
の
研
究
―

　
「
見
仏
」
と
は
仏
を
目
の
当
た
り
に
見
る
こ
と
で
あ
り１

、
見
仏
に

至
る
方
法
と
し
て
観
仏
三
昧
・
念
仏
三
昧
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

浄
土
宗
に
お
け
る
見
仏
に
つ
い
て
、
岸
覚
勇
氏
は
観
仏
・
見
仏
・

想
念
と
い
う
項
目
に
分
け
、
諸
師
ご
と
に
説
示
を
採
り
上
げ
て
検
討

し２

、
ま
た
見
仏
に
関
す
る
説
示
が
多
く
み
ら
れ
る
善
導
と
聖
光
に
注

目
し
、
そ
の
関
連
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る３

。
岸
氏
は
聖
光
に
見
仏

関
連
の
説
示
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
依
憑
す
る
と
こ
ろ
は
善

導
教
学
で
あ
る
と
し
て
い
る４

。
ま
た
近
年
で
は
柴
田
泰
山
氏
が
『
善

導
教
学
の
研
究
』
第
八
章
に
『
観
経
疏
』
所
説
の
実
践
行
を
ま
と
め

る
な
か
、
善
導
に
お
け
る
見
仏
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る５

。

　

聖
光
の
見
仏
に
関
す
る
説
示
は
『
西
宗
要
』
第
五
十
八
・
念
仏
三

昧
発
得
の
事
に
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
岸
氏
は
『
西
宗
要
』
を
中
心

に
聖
光
の
著
作
か
ら
見
仏
関
連
の
説
示
を
整
理
し
て
い
る
が
、
た
し

か
に
見
仏
に
関
し
て
善
導
『
観
念
法
門
』
の
説
示
を
用
い
る
こ
と
が

多
く
、
聖
光
が
見
仏
に
つ
い
て
依
憑
す
る
と
こ
ろ
は
善
導
教
学
で
あ

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
で
は
聖
光
に
師
事
し
た
良
忠
は
「
見

仏
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
理
解
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

良
忠
上
人
に
お
け
る
見
仏
に
つ
い
て

沼　

倉　

雄　

人
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二
、
良
忠
に
お
け
る
見
仏
の
理
解

（
１
）
見
仏
の
機
根
に
つ
い
て

　

善
導
は
『
観
経
疏
』「
玄
義
分
」
宗
旨
門
に
お
い
て
、『
観
経
』
の

宗
旨
を
観
仏
三
昧
・
念
仏
三
昧
で
あ
る
と
し
て
い
る
が６

、
良
忠
は

『
伝
通
記
』
で
の
解
釈
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
問
答
を
設
け
て
い
る
。

問
。
兩
三
昧
行
爲
是
始
終
倶
差
別
否
。

答
。
先
師
云
。
始
別
終
同
。
言
始
別
者
。
口
稱
・
觀
念
・
行
相

異
故
。
言
終
同
者
。
行
成
之
時
心
眼
即
開
同
見
佛
故
。
觀
念
法

門
云
。
若
得
定
心
三
昧
及
口
稱
三
昧
者
。
心
眼
即
開
見
彼
淨
土

一
切
莊
嚴
説
無
窮
盡
｛
已
上
｝。

口
稱
念
佛
機
有
二
種
。
一
者
定
機
。
二
者
散
機
。
言
定
機
者
。

由
口
稱
力
定
心
發
得
方
見
佛
也
。
言
散
機
者
。
散
心
稱
名
至
臨

終
時
方
乃
見
佛
往
生
淨
土
。（『
浄
全
』
二
、
一
五
五
頁
下
）

こ
こ
で
観
仏
と
念
仏
の
行
の
相
違
に
つ
い
て
設
問
し
、
良
忠
は
こ
れ

に
対
し
て
、
先
師
の
説
を
示
し
て
口
称
と
観
念
と
い
う
行
自
体
の
違

い
は
あ
る
が
、
行
が
成
就
し
て
最
終
的
に
見
仏
す
る
と
い
う
点
に
違

い
は
な
い
と
し
、『
観
念
法
門
』
に
「
得
定
心
三
昧
及
口
稱
三
昧
者
」

等
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

続
け
て
、
良
忠
は
口
称
念
仏
の
機
に
定
機
と
散
機
の
二
種
あ
る
こ

と
を
示
し
、
定
機
と
は
口
称
の
力
に
よ
っ
て
定
心
を
発
得
し
て
仏
を

見
る
者
で
あ
り
、
散
機
と
は
散
心
な
が
ら
称
名
し
て
、
臨
終
に
仏
を

見
る
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
良
忠
は
こ
の
定
機
・
散
機
を
『
伝
通

記
』
に
「
今
經
十
六
觀
中
。
先
化
定
機
。
後
攝
散
機
」（『
浄
全
』
二
、

八
五
頁
下
）
と
示
し
、
定
善
の
機
・
散
善
の
機
と
定
義
し
、
そ
の
う

え
で
ど
ち
ら
の
機
根
も
見
仏
す
る
と
し
て
い
る
。

①
定
機
の
見
仏

　

良
忠
は
先
の
問
答
の
次
に
定
機
の
者
が
修
す
る
観
・
称
の
行
の
相

違
に
つ
い
て
設
問
し
、
定
機
を
さ
ら
に
上
根
・
下
根
に
分
類
し
て
い

る
。

問
。
何
故
定
機
觀
稱
行
異
。

答
。
凡
定
機
中
。
其
上
根
人
自
修
觀
行
。
觀
力
除
障
方
得
見
佛
。

然
其
下
根
不
堪
觀
想
。
但
稱
名
字
念
力
滅
罪
而
得
見
佛
。
文
殊

般
若
説
此
行
相
。
止
觀
二
云
。
如
人
引
重
自
力
不
前
假
傍
救
助

則
蒙
輕
擧
。
行
人
亦
爾
。
心
弱
不
能
排
障
。
稱
名
請
護
惡
縁
不

能
壞
｛
已
上
｝。
此
人
初
稱
佛
名
號
時
。
雖
住
散
心
終
滅
罪
障
。

方
成
定
心
而
得
見
佛
。
是
名
口
稱
三
昧
定
機
。（『
浄
全
』
二
、

一
五
五
頁
下
）

こ
の
よ
う
に
定
機
の
上
根
は
観
行
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
除
障
し
、

下
根
は
名
字
を
称
し
て
滅
罪
し
て
見
仏
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
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『
摩
訶
止
観
』
を
引
い
て
称
名
に
護
念
が
あ
る
と
し
、
下
根
の
者
は

護
念
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
障
が
滅
し
、
定
心
と
な
っ
て
見
仏
す

る
と
し
て
い
る
。

②
散
機
の
見
仏

　

先
の
良
忠
の
定
義
を
み
れ
ば
「
散
心
稱
名
至
臨
終
時
方
乃
見
佛
」

す
る
者
が
散
機
の
念
仏
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
良
忠
は
、
散
機
の
者

は
散
心
称
名
で
臨
終
に
見
仏
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
み
ら

れ
る
。

　
『
伝
通
記
』
宗
旨
門
に
、
浄
土
へ
の
往
生
に
は
散
心
の
口
称
で
は

な
く
必
ず
定
心
を
発
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
に
つ
い
て
設
問
し
た

次
の
よ
う
な
問
答
が
み
ら
れ
る
。

問
。
或
云
。
散
心
口
稱
何
生
淨
土
。
必
發
定
心
須
生
淨
土
。
此

義
云
何
。

答
。
先
師
云
。
託
佛
願
故
成
淨
土
因
。
大
師
既
立
正
定
業
不
論

定
散
。
唯
口
稱
行
以
爲
正
業
｛
云
云
｝。（
中
略
）
香
象
云
。
見

佛
者
是
過
去
修
習
念
佛
三
昧
。
乃
於
此
世
得
見
佛
身
。
非
謂
今

世
要
依
定
心
方
能
見
佛
。
以
散
心
中
亦
見
佛
故
｛
已
上
｝。

（『
浄
全
』
二
、
一
五
六
頁
上
）

　

こ
の
問
い
に
対
し
て
良
忠
は
先
師
等
の
説
を
示
し
、
散
心
往
生
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
を
引
証
す
る
も
の
と
し
て
、
法
蔵

『
大
乗
起
信
論
義
記
』
の
見
仏
に
つ
い
て
の
説
示
を
引
い
て
い
る
。

そ
こ
に
は
「
散
心
中
亦
見
佛
」
す
る
と
あ
り
、
散
心
の
見
仏
を
認
め

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
時
期
に
つ
い
て
は
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

散
心
見
仏
の
時
期
に
つ
い
て
著
作
中
で
は
『
往
生
礼
讃
私
記
』
に

「
臨
終
見
佛
者
。
散
心
見
佛
。
見
佛
已
後
除
眼
根
障
云
離
垢
眼
」

（『
浄
全
』
四
、
三
九
二
頁
上
）
と
述
べ
、
良
忠
は
臨
終
の
見
仏
が
散

心
の
見
仏
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
観
念
法
門
私
記
』
に
は
見

仏
縁
を
釈
す
る
に
あ
た
り
、
以
下
の
問
答
を
示
し
て
い
る
。

又
言
見
佛
三
昧
等
者
。
問
。
下
引
九
品
臨
終
見
佛
以
屬
當
縁
。

臨
終
之
心
是
可
散
心
。
何
云
三
昧
。

答
。
當
縁
引
文
多
是
定
善
。
從
多
分
説
故
云
三
昧
。

こ
の
問
い
に
示
さ
れ
る
「
下
引
九
品
臨
終
見
佛
」
と
は
、『
観
念
法

門
』
見
仏
増
上
縁
の
次
の
説
示
で
あ
る
。

又
如
觀
音
勢
至
普
雜
等
觀
及
下
九
品
人
。
一
生
起
行
。
乃
至
七

日
一
日
十
聲
一
聲
等
。
命
欲
終
時
願
見
佛
者
。
若
現
生
乃
遇
善

知
識
。
行
人
自
能
心
口
稱
念
彌
陀
佛
。
佛
即
與
聖
衆
華
臺
来
現
。

行
人
見
佛
亦
見
聖
衆
華
臺
等
。（『
浄
全
』
四
、
二
三
二
頁
上
）

こ
の
『
観
念
法
門
私
記
』
の
問
い
は
、
散
心
で
あ
る
は
ず
の
九
品
の

臨
終
見
仏
を
何
故
定
心
で
あ
る
「
三
昧
」
と
い
う
の
か
、
と
い
う
も



─ 301 ─

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
良
忠
は
見
仏
縁
の
引
文
の
多
く
は
定
善

か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
ら
多
分
に
し
た
が
い
、
九
品
の
臨
終
見
仏
も

「
三
昧
」
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
設
問
は
「
散
機
の
者
の
臨
終
見
仏
」
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
つ
ま
り
散
機
の
者
の
臨
終
見
仏
は
散
心
見
仏
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
良
忠
は
散
機
の
者
の
見
仏
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ

は
散
心
な
が
ら
の
臨
終
の
見
仏
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
聖
光
に
も

『
西
宗
要
』
に
散
心
見
仏
を
認
め
、
そ
の
見
仏
は
臨
終
の
時
で
あ
る

と
す
る
説
示
が
み
ら
れ７

、
良
忠
は
こ
の
聖
光
の
説
示
を
受
け
た
も
の

と
お
も
わ
れ
る
。

　

以
上
、
見
仏
の
機
根
に
つ
い
て
良
忠
の
説
示
を
整
理
し
た
。
良
忠

は
念
仏
者
の
機
根
を
定
機
・
散
機
に
分
類
し
、
そ
の
定
機
上
根
は
観

仏
に
堪
え
う
る
機
根
で
あ
り
、
そ
の
観
力
に
よ
っ
て
見
仏
が
可
能
で

あ
る
と
し
、
定
機
下
根
は
口
称
念
仏
に
よ
っ
て
は
じ
め
は
散
心
に
住

す
る
も
の
の
、
罪
障
滅
し
て
定
心
を
得
て
見
仏
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
散
機
の
者
の
見
仏
も
認
め
て
い
る
が
、
そ

れ
は
散
心
な
が
ら
の
臨
終
の
見
仏
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り

良
忠
は
ど
ち
ら
の
機
根
に
お
い
て
も
見
仏
は
可
能
と
す
る
が
、
明
確

に
時
間
的
な
差
を
認
め
て
い
る
。

（
２
）
見
仏
が
可
能
で
あ
る
理
由

　

良
忠
は
定
機
・
散
機
ど
ち
ら
も
見
仏
す
る
と
し
て
い
る
が
、
先
の

『
伝
通
記
』
宗
旨
門
に
「
問
。
或
云
。
散
心
口
稱
何
生
淨
土
。
必
發

定
心
須
生
淨
土
。
此
義
云
何
」（『
浄
全
』
二
、
一
五
六
頁
上
）
と
問

わ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
、
散
心
の
口
称
で
の
往
生
を
認
め
な
い
説
が

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
定
心
が
見
仏
に
重
要

な
要
素
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
理
由
を

検
討
し
た
い
。

①
定
心
と
散
心

　

辞
典
等
に
は
「
定
心
」
を
定
善
心
、「
散
心
」
を
散
善
心
と
す
る

解
説
が
見
受
け
ら
れ
、
ま
た
『
倶
舍
論
』
等
の
説
示
を
も
っ
て
、
定

心
を
善
心
、
散
心
を
不
定
心
・
染
心
と
説
明
し
て
い
る
。

　

前
節
に
示
し
た
問
答
を
改
め
て
考
え
る
と
、
良
忠
は
定
機
の
者
は

除
障
・
滅
罪
し
て
見
仏
す
る
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
良
忠
の
説
示
に

よ
れ
ば
、
定
心
と
は
罪
障
が
滅
し
た
状
態
で
あ
り
、
散
心
と
は
未
だ

罪
障
が
滅
し
き
れ
て
い
な
い
状
態
と
と
ら
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
仏
の
際
に
定
心
で
あ
る
こ
と
は
、
善
導
も
『
観
経

疏
』「
欣
浄
縁
」
に
「
言
教
我
正
受
者
。
此
明
因
前
思
想
漸
漸
微
細

覺
想
倶
亡
。
唯
有
定
心
與
前
境
合
名
爲
正
受
」（『
浄
全
』
二
、
二
八

頁
下
）
と
し
て
正
受
の
際
に
は
覚
想
・
想
心
が
と
も
に
滅
し
、
定
心
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の
み
が
存
す
る
と
説
示
し
て
い
る
こ
と
や８

、「
日
想
観
」
に
「
不
久

之
間
即
得
定
心
。
見
彼
淨
土
之
事
快
樂
莊
嚴
」（『
浄
全
』
二
、
三
六

頁
上
～
下
）
と
述
べ
、
定
心
を
得
て
浄
土
の
荘
厳
を
見
る
と
し
て
、

見
仏
に
必
要
な
要
素
と
し
て
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ

る
。
ま
た
、『
観
念
法
門
』
に
は
「
如
是
上
下
依
前
十
六
遍
觀
。
然

後
住
心
向
眉
間
白
毫
。
極
須
捉
心
令
正
。
更
不
得
雜
亂
。
即
失
定
心
。

三
昧
難
成
。
應
知
」（『
浄
全
』
四
、
二
二
三
頁
下
）
と
述
べ
、
定
心

を
失
す
る
と
三
昧
は
成
じ
難
い
と
も
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
善
導

の
説
示
を
踏
ま
え
る
と
見
仏
に
は
定
心
で
あ
る
べ
き
と
も
お
も
わ
れ

る
。
し
か
し
良
忠
は
散
機
の
者
の
散
心
な
が
ら
の
臨
終
見
仏
を
認
め

て
い
る
。
続
い
て
良
忠
が
散
心
見
仏
を
可
能
で
あ
る
と
す
る
理
由
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

②
仏
力
の
加
被

　

善
導
は
『
観
念
法
門
』
見
仏
増
上
縁
に
お
い
て
「
此
即
是
彌
陀
佛

三
念
願
力
外
加
故
得
令
見
佛
」（『
浄
全
』
四
、
二
三
〇
頁
上
）
と
述

べ
、
仏
の
三
念
願
力
の
加
被
に
よ
っ
て
見
仏
が
可
能
で
あ
る
と
し
、

続
い
て
三
力
を
示
し
た
上
で
、「
已
下
見
佛
縁
中
例
同
此
義
」（『
浄

全
』
四
、
二
三
〇
頁
上
）
と
述
べ
、
以
下
に
述
べ
る
見
仏
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
と
し
、
見
仏
の
経
証
を
十
三
挙
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に

「
亦
是
彌
陀
佛
三
力
外
加
故
得
見
佛９

」
等
と
い
う
一
文
を
添
え
て
見

仏
を
蒙
る
根
拠
と
し
て
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
見
仏
三
昧
増
上
縁
の
最
後
に
「
又
以
此
經
證
。
即
是
諸
佛
同

體
大
悲
念
力
加
備
令
見
。
此
亦
是
凡
夫
見
佛
三
昧
増
上
縁
」（『
浄

全
』
四
、
二
三
三
頁
上
）
と
し
て
、
凡
夫
の
見
仏
三
昧
増
上
縁
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
良
忠
は
『
観
念
法
門
私
記
』
に
お
い
て
、
最
後

に
「
凡
夫
見
佛
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
設
問
し
て
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

凡
夫
見
佛
等
者
。
問
。
何
局
此
段
加
凡
夫
言
乎
。

答
。
今
見
佛
縁
。
皆
約
凡
夫
。
爲
顯
此
意
後
結
凡
夫
也
。

良
忠
は
、
善
導
が
最
後
の
み
「
凡
夫
見
仏
三
昧
増
上
縁
」
で
あ
る
と

示
し
て
い
る
の
は
、
見
仏
の
経
証
が
す
べ
て
凡
夫
の
た
め
に
説
示
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
善
導
は
こ
の
意
を
表
す
た
め
に
こ
の
よ
う
に
結

ん
だ
と
理
解
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
良
忠
は
善
導
の
説
示
を
受
け
て
、
凡
夫
の
見
仏
が
可
能

で
あ
る
の
は
仏
力
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
て
い
る
。
良

忠
は
『
観
経
』
雑
想
観
の
「
然
彼
如
來
宿
願
力
故
。
有
憶
想
者
必
成

就
」（『
浄
全
』
一
、
四
六
頁
）
と
示
さ
れ
る
「
宿
願
力
」
に
つ
い
て

「
是
般
舟
經
所
説
三
力
中
大
誓
願
力
非
是
四
十
八
願
力
也
」
と
解
釈

し
、
続
い
て
『
観
念
法
門
』
の
三
力
の
説
明
を
引
用
し
て
、「
明
知
。

見
佛
必
由
三
力
」。（『
浄
全
』
二
、
三
六
七
頁
下
）
と
結
ん
で
お
り
、



─ 303 ─

善
導
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
良
忠
は
『
観
念
法
門
』
の
説
示
を
引
用
し
、
見
仏
は

必
ず
仏
の
大
誓
願
力
・
三
昧
定
力
・
本
功
徳
力
の
三
力
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
雑
想
観
は
定
善
に
あ
た
る
が
、
良
忠
の
前
述

ま
で
に
挙
げ
た
見
仏
の
説
示
を
考
え
れ
ば
、
定
機
・
散
機
、
定
心
・

散
心
す
べ
て
の
見
仏
の
根
拠
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

（
３
）
見
仏
と
近
縁
に
つ
い
て

　

良
忠
は
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
近
縁
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い

る
。

次
近
縁
者
。
上
親
縁
是
彼
此
心
同
。
今
近
縁
則
一
處
來
現
。
信

知
。
十
萬
億
刹
徑
路
雖
遠
。
彼
此
心
同
。
名
之
親
縁
。
千
返
影

向
攝
護
無
倦
。
不
離
行
者
名
之
近
縁
。（『
浄
全
』
二
、
三
五
二

頁
上
）

こ
の
よ
う
に
「
千
返
影
向
攝
護
無
倦
。
不
離
行
者
」
が
近
縁
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
続
け
て
、
目
前
に
い
る
は
ず
の
仏
を
行
者
が

み
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
何
故
「
近
縁
」
と
い
う

の
か
と
設
問
し
て
い
る
。

問
。
言
近
縁
者
。
佛
在
目
前
。
念
佛
行
者
未
必
見
佛
。
何
具
近

縁
。

答
。
佛
來
機
前
以
爲
本
意
。
但
隨
機
宜
見
不
見
異
。
今
擧
見
機

以
釋
近
縁
。
設
雖
不
見
而
佛
必
來
。
若
約
冥
邊
。
不
見
猶
近
。

（『
浄
全
』
二
、
三
五
二
頁
上
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
良
忠
は
、
善
導
が
「
衆
生
願
見
佛
、
佛
即
應
念
現
在

目
前
」（『
浄
全
』
二
、
四
九
頁
上
）
と
い
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず

仏
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
衆
生
の
機
根
に
よ
る
た
め
で
あ
り
、

衆
生
の
見
・
不
見
に
関
わ
ら
ず
必
ず
現
前
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
近
縁
と
見
仏
は
矛
盾
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
見
仏
と
三
心
の
関
係

　

善
導
は
『
観
念
法
門
』
に
お
い
て
「
又
以
此
經
證
。
亦
是
彌
陀
佛

三
力
外
加
。
致
使
凡
夫
念
者
乘
自
三
心
力
故
得
見
佛
」（『
浄
全
』
四
、

二
三
二
頁
上
）
と
示
し
、
弥
陀
の
三
力
と
凡
夫
の
三
心
が
因
縁
和
合

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
仏
す
る
と
し
て
い
る10

。
こ
の
説
示
か
ら
考
え

る
と
ど
ち
ら
か
で
も
欠
け
れ
ば
、
見
仏
は
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
点
を
検
討
す
る
に
、
良
忠
は
三
心
の
退
・
不
退
に
つ
い
て

『
伝
通
記
』
に
以
下
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。

問
。
三
心
有
退
耶
。

答
。
多
分
不
退
。
少
分
有
退
。

言
不
退
者
。
若
有
勝
機
發
三
心
時
。
佛
願
強
牽
。
佛
光
常
照
。

聖
衆
鎭
護
。
專
拂
退
縁
。
一
世
之
行
時
節
亦
短
。
少
遇
退
縁
。

是
故
不
退
。
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言
有
退
者
。
此
人
軟
根
雖
發
三
心
。
若
遇
違
縁
自
有
退
失
。
既

是
凡
心
。
何
不
退
乎
。
故
今
文
云
自
造
罪
退
。
禮
讃
前
序
云
勸

行
四
修
法
。
用
策
三
心
五
念
之
行
。
速
得
往
生
。（『
浄
全
』
二
、

三
九
六
頁
下
～
三
九
七
頁
上
）

こ
の
よ
う
に
良
忠
は
三
心
に
退
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
三
心
の

退
と
不
退
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

良
忠
は
退
の
者
と
は
、
三
心
を
発
す
と
き
、
仏
願
に
強
く
牽
か
れ
、

光
明
が
常
に
照
ら
し
、
聖
衆
の
鎮
護
が
あ
っ
て
退
縁
を
払
う
と
し
て

い
る
。
ま
た
一
世
の
行
の
時
節
が
短
け
れ
ば
、
退
縁
に
遇
う
こ
と
も

少
な
い
の
で
不
退
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
退
あ
る
者

と
は
、
軟
根
で
あ
り
、
三
心
を
発
す
が
、
違
縁
に
遇
え
ば
凡
心
で
あ

る
た
め
に
退
失
す
る
と
し
、『
観
経
疏
』
廻
向
発
願
心
釈
に
「
自
造

罪
退
」
と
あ
り
、『
往
生
礼
讃
』
に
四
修
を
勧
め
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
『
観
念
法
門
』
に
あ
る
よ
う
に
衆
生
の
三
心
と
仏
の

三
力
が
因
縁
和
合
し
て
見
仏
す
る
と
考
え
る
と
、
三
心
が
退
す
る
場

合
、
見
仏
も
退
す
る
と
考
え
ら
れ
、
直
接
的
な
説
示
は
な
い
も
の
の
、

良
忠
は
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

三
、
ま
と
め

　

以
上
、
良
忠
の
業
成
論
に
関
す
る
一
考
察
と
し
て
、
見
仏
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
。

　

良
忠
は
見
仏
が
可
能
な
機
根
を
定
機
（
上
根
・
下
根
）・
散
機
に

分
け
、
い
ず
れ
の
機
根
も
見
仏
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の

う
ち
定
機
に
つ
い
て
は
三
昧
発
得
し
定
心
と
な
っ
て
平
生
の
見
仏
が

可
能
で
あ
る
と
し
、
散
機
に
つ
い
て
は
見
仏
を
認
め
て
い
る
も
の
の
、

そ
れ
は
散
心
な
が
ら
の
臨
終
の
見
仏
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
良
忠
は

ど
ち
ら
の
機
根
に
お
い
て
も
見
仏
は
可
能
と
す
る
が
、
明
確
に
時
間

的
な
差
を
認
め
て
い
た
。

　

ま
た
こ
れ
ら
の
機
根
が
見
仏
可
能
な
理
由
に
つ
い
て
は
、
善
導

『
観
念
法
門
』
の
説
示
を
承
け
て
仏
力
の
加
被
が
不
可
欠
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
仏
力
（
＝
三
力
）
と
衆
生
の
三
心
と
が
因

縁
和
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
仏
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
こ
れ
は
三
心
の
退
・
不
退
が
見
仏
の
可
否
と
同
義
で
あ
り
、

直
接
的
な
説
示
は
な
い
も
の
の
、
良
忠
は
三
心
が
退
す
る
場
合
、
見

仏
も
退
す
る
と
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
良
忠
に
と
っ
て
見
仏
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
と
い

う
と
、
定
機
上
根
に
は
「
自
修
觀
行
。
觀
力
除
障
方
得
見
佛
」
と
あ
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り
、
下
根
に
「
但
稱
名
字
念
力
滅
罪
而
得
見
佛
」
と
あ
り
、
ま
た
散

機
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
臨
終
見
仏
で
あ
る
た
め
、
除
障
・
滅
罪
と

い
う
点
が
共
通
項
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

　

つ
ま
り
良
忠
に
と
っ
て
見
仏
と
は
、
た
だ
仏
を
見
奉
る
の
み
で
は

な
く
、
罪
障
が
除
滅
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
罪
障
が
除
滅
さ
れ
た
状
態
に
な
け
れ

ば
見
仏
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。

１　

大
南
龍
昇
「
見
仏
―
そ
の
起
源
と
展
開
―
」（『
大
正
大
学
研
究

紀
要
』
六
三
、
一
九
七
七
）。

２　

岸
覚
勇
『
浄
土
宗
義
の
研
究
』
一
、
第
五
章
（
記
主
禅
師
鑽
仰

会
、
一
九
六
四
）。
初
出
『
日
華
佛
教
研
究
会
年
報
』
四
、
一

九
三
九
。

３　

岸
覚
勇
「
善
導
大
師
と
鎮
西
上
人
―
特
に
見
仏
論
に
つ
い
て

―
」（
小
沢
教
授
頌
寿
記
念
『
善
導
大
師
の
思
想
と
そ
の
影
響
』

大
東
出
版
社
、
一
九
七
七
）。

４　

小
沢
教
授
頌
寿
記
念
『
善
導
大
師
の
思
想
と
そ
の
影
響
』
四
三

五
頁
。

５　

柴
田
泰
山
『
善
導
教
学
の
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇

六
）
四
五
二
～
四
五
七
頁
。

６　
『
浄
全
』
二
、
三
頁
下
。

７　

問
、
散
心
念
佛
人
、
皆
彌
陀
・
釋
迦
・
善
導
教
違
、
法
違
歟
、

如
何
。
見
佛
思
不
可
成
歟
、
如
何
。

	

答
、
善
導
和
尚
御
意
、
定
散
共
以
見
佛
爲
行
者
所
期
。
但
行
有

遲
速
。
散
心
念
佛
專
修
行
遲
見
佛
故
、
疾
見
料
ユ
カ
シ
キ
故
此

用
也
。

	

然
云
散
心
念
佛
見
佛
望
絶
非
。
散
心
行
南
無
阿
彌
陀
佛
南
無
阿

彌
陀
佛
口
稱
一
行
勵
之
間
、
總
想
見
佛
想
ア
ル
カ
故
、
行
若
成

就
、
必
奉
見
佛
也
。
以
行
心
勸
意
也
。
念
念
見
佛
想
成
、
是
以

心
勸
行
也
。
總
何
行
以
行
勸
心
、
以
心
勸
行
也
。（『
浄
全
』
一

〇
、
二
二
一
頁
上
）

８　

柴
田
泰
山
『
善
導
教
学
の
研
究
』
四
三
〇
頁
。

９　
『
浄
全
』
四
、
二
三
〇
頁
下
～
二
三
三
頁
上
。

10　

聖
光
は
『
西
宗
要
』
に
念
の
行
業
の
次
第
に
つ
い
て
設
問
し
、

善
導
の
こ
の
説
示
を
挙
げ
て
答
え
て
い
る
（『
浄
全
』
四
、
二

二
〇
頁
上
）。
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一

　

与
謝
蕪
村
の
生
誕
地
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
明
ら
か
で
は
な
い
。

大
阪
の
毛
馬
村
説
、
正
岡
子
規
の
天
王
寺
説
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
文

献
的
な
資
料
か
ら
、
現
在
は
毛
馬
村
説
が
有
力
で
あ
る
。
ま
し
て
や

二
十
歳
ま
で
の
蕪
村
の
人
生
に
つ
い
て
は
、
彼
に
よ
ほ
ど
の
辛
い
想

い
が
あ
っ
た
の
か
、
殆
ど
と
い
う
よ
り
も
全
く
彼
自
身
が
話
す
こ
と

を
避
け
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
私
は
、
蕪
村
の
幼
少
期
に
関
す
る
限
ら
れ
た
文
献
や
絵
画

に
よ
っ
て
、
彼
が
子
ど
も
の
頃
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
た
か
を
推
考
し

て
み
た
。

　

蕪
村
が
生
ま
れ
た
の
は
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
で
あ
る
。
享

保
元
年
と
い
え
ば
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
登
場
し
た
年
で
あ
る
。

こ
の
時
代
、
幕
府
の
財
政
は
そ
れ
ま
で
の
危
機
を
脱
し
、
法
制
の
整

備
、
人
材
の
登
用
に
お
い
て
、
一
応
そ
の
政
治
は
安
定
し
た
か
の
よ

う
に
み
え
た
。
こ
れ
を
「
享
保
の
改
革
」
と
称
し
、
吉
宗
を
徳
川
中

興
の
英
主
と
讃
え
た
の
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
享
保
に
始
ま
る
吉
宗
の
時
期
は
、
幕
府
政

治
の
表
面
的
な
静
穏
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刻
々
と
困
難
な
事
態
を
招

来
し
て
い
た
。
先
ず
そ
の
封
建
社
会
の
基
礎
で
あ
る
農
村
が
そ
の
ま

ま
の
状
態
で
は
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

　

米
穀
に
年
貢
五
割
も
増
加
し
て
は
、
出
す
と
入
と
の
大
分
の

違
ひ
（
略
）
近
年
越
後
男
女
を
御
入
被
成
候
事
ハ
午
前
政
の
方

と
存
候
。
先
年
よ
り
御
当
地
男
女
多
分
ニ
逐
電
仕
た
る
内
、
一

人
も
払
証
文
調
へ
躱に
げ

た
る
者
は
あ
る
ま
じ
け
れ
ど
も
、
皆
他
の

蕪
村
を
育
む
母
の
愛

─
波
乱
に
富
ん
だ
幼
少
時
代
─

梅　

田　

慈　

弘
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郡
に
相
栖す
み

候
。

『
笹
野
観
音
通
夜
物
語
』

　　

こ
れ
は
米
澤
藩
士
の
某
氏
が
、
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
に
人

口
の
減
少
な
ど
に
よ
る
農
村
の
荒
廃
状
態
を
物
語
形
式
で
述
べ
た
農

政
批
判
書
で
あ
る
。
こ
の
書
に
い
う
よ
う
に
重
税
に
よ
る
農
民
の
他

郡
へ
の
「
逐
電
（
逃
亡
）」、
あ
る
い
は
「
山
家
の
土
民
、
子
を
繁
く

産
す
る
者
初
め
一
、
二
人
育
し
ぬ
れ
ば
、
末
は
み
な
省
く
と
い
ひ
て
、

殺
す
事
多
く
」（
西
川
如じ
よ

見け
ん

『
百ひ
や
く

姓し
よ
う

嚢ぶ
く
ろ

』
享
保
六
年
）
と
い
う
よ
う

な
状
況
は
、
当
然
藩
内
人
口
の
減
少
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
米
澤

藩
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
的
に
人
口
の
停
滞
現
象
が
み
ら
れ
始
め
た

の
で
あ
る
。

　

享
保
元
年
を
境
と
し
て
、
全
国
の
人
口
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ

た
。
そ
の
事
態
は
深
刻
な
も
の
、
と
い
う
よ
り
も
恐
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
す
べ
て
の
農
業
一
色
の
地
域
に
現
れ
て
い
た
。

　

農
民
は
土
地
に
よ
っ
て
生
き
る
者
で
あ
り
、
最
後
ま
で
土
地
に
す

が
り
つ
こ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
足
手
ま
と
い
に
な
る
も
の
を
す
べ

て
切
り
捨
て
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

人
口
減
少
の
一
つ
の
原
因
を
作
っ
た
も
の
は
、
間
引
き
で
あ
っ
た
。

間
引
き
と
い
う
の
は
、
本
来
は
農
作
業
で
行
う
こ
と
で
あ
る
。
野
菜

な
ど
の
作
物
が
十
分
に
成
長
す
る
に
は
適
当
な
間
隔
が
い
る
の
で
、

適
時
密
生
し
た
作
物
の
一
部
を
抜
き
捨
て
る
。
農
民
は
、
自
分
た
ち

あ
る
い
は
跡
を
継
ぐ
子
ど
も
が
無
事
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
、
生

ま
れ
て
来
る
嬰
児
を
間
引
き
し
て
犠
牲
に
し
た
。

　

粗
食
に
甘
ん
じ
て
朝
早
く
か
ら
夕
方
暗
く
な
る
ま
で
働
い
た
農
民

た
ち
に
は
子
ど
も
が
多
い
。
貧
し
さ
に
見
合
っ
た
出
産
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
に
、
か
え
っ
て
多
産
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
生
ま
れ

て
く
る
嬰
児
を
す
べ
て
健
康
に
育
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
子
ど
も
た
ち
が
成
長
す
る
ま
で
に
食
べ
る
米
や
穀
物
は
、
そ
れ

が
麦
で
あ
ろ
う
と
粟
や
稗
の
類
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
働
く
人
間
の

肉
体
を
食
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
農
民
の
生
活
に
は
、
年

貢
に
取
ら
れ
た
あ
と
の
余
分
は
殆
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
百

姓
と
ゴ
マ
の
油
は
搾
れ
ば
搾
る
ほ
ど
出
る
」
と
い
わ
れ
、
す
っ
か
り

搾
り
と
ら
れ
た
収
穫
の
あ
と
に
は
、
い
っ
た
い
何
が
残
っ
て
い
る
と

い
う
の
だ
。

　

農
民
は
、
一
人
の
男
の
子
を
残
す
と
、
あ
と
は
た
い
て
い
「
水
に

す
る
」
と
い
っ
て
堕
ろ
す
か
、
あ
る
い
は
鼻
腔
を
抑
え
て
窒
息
さ
せ

た
。
そ
の
こ
ろ
村
に
住
ん
で
い
た
助
産
の
経
験
者
は
、
出
産
を
助
け

る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
堕
胎
の
助
け
も
し
た
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
危

険
極
ま
り
な
い
方
法
で
あ
り
、
そ
の
後
こ
の
処
置
の
た
め
虚
し
く
そ



─ 308 ─

の
身
を
滅
ぼ
し
た
婦
女
子
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

二

　

初
夏
の
朝
日
が
生
駒
の
山
並
み
か
ら
昇
り
始
め
、
淀
川
の
堤
に
映

え
た
。
四
、
五
歳
ほ
ど
の
幼
児
の
手
を
引
い
て
歩
く
母
子
連
れ
が
あ

っ
た
。
二
人
は
舟
で
淀
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
丹
後
の
与
謝
に
赴
い
た
。

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
あ
の
よ
う
に
し
て
母
は
父
の
も
と
を
去
っ
た
の

か
。
幼
い
蕪
村
の
目
に
は
、
そ
の
日
の
朝
が
ど
う
映
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

蕪
村
の
母
げ
ん

3

3

は
与
謝
の
貧
し
い
農
村
に
生
ま
れ
た
。
当
時
の
農

村
に
あ
っ
て
は
、
年
頃
に
な
れ
ば
大
阪
や
京
都
方
面
に
働
き
に
出
さ

れ
る
。
男
は
農
村
に
残
る
が
、
女
は
都
市
部
の
豊
か
な
商
家
な
ど
に

勤
め
て
、
貧
し
い
実
家
の
生
活
の
支
え
と
な
る
。
げ
ん

3

3

の
母
は
夫
に

先
立
た
れ
、
僅
か
な
田
畑
を
守
っ
て
生
計
を
支
え
て
き
た
。
幸
い
丹

後
地
方
は
京
都
や
大
阪
に
隣
接
し
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
を
働
き
に

出
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
で
も
農
村
に
お
け
る
生
活
は
先
に
書

い
た
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
な
お
蕪
村
の
母

の
出
身
地
は
京
都
府
与
謝
郡
加か

悦や

町
（
現
・
与
謝
野
町
）
で
は
な
い

か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

げ
ん

3

3

は
大
阪
郊
外
の
毛
馬
村
の
村
長
宅
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

や
が
て
彼
女
は
十
六
歳
に
な
り
、
小
柄
な
が
ら
も
美
し
く
成
長
し
た
。

そ
の
げ
ん

3

3

を
村
長
が
密
か
に
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
生

ま
れ
た
の
が
蕪
村
で
あ
る
。
村
長
に
は
正
妻
と
の
間
に
娘
が
一
人
い

た
が
、
嗣
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
村
長
は
げ
ん

3

3

母
子
を

大
切
に
し
た
。
げ
ん

3

3

に
と
っ
て
は
優
し
い
主
人
の
愛
の
も
と
に
あ
っ

て
幸
せ
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
幸
せ
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。

　

村
長
の
妻
に
と
っ
て
、
げ
ん

3

3

母
子
の
存
在
は
許
し
難
い
も
の
だ
っ

た
。
そ
こ
で
村
長
の
親
族
と
謀
り
薮
入
り
と
い
う
名
目
で
、
げ
ん

3

3

を

与
謝
の
実
家
に
追
い
返
そ
う
と
し
た
。
村
長
は
そ
れ
を
拒
ん
だ
が
、

養
子
と
し
て
こ
の
家
に
入
っ
て
い
た
だ
け
に
力
お
よ
ば
ず
、
蕪
村
を

嗣
子
に
す
る
と
い
う
条
件
で
げ
ん

3

3

と
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

げ
ん

3

3

は
こ
れ
ま
で
愛
し
て
く
れ
て
い
た
主
人
だ
け
に
、
た
い
そ
う

悲
し
ん
だ
。
そ
の
と
き
の
様
子
を
蕪
村
が
五
十
七
歳
の
と
き
描
い
た

の
が
『
父
母
別
離
図
』
で
あ
る
。
謝
春
星
の
名
で
彼
は
描
い
て
い
る
。

　

こ
の
絵
で
は
、
一
軒
の
家
が
険
し
い
巨
岩
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
包

み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
自
由
な
出
入
り
を
許
さ
な
い
隔

絶
さ
れ
た
砦
・
要
塞
と
い
っ
た
感
じ
が
す
る
。
流
れ
を
隔
て
て
立
つ

旅
姿
の
女
人
は
厳
し
く
拒
絶
さ
れ
て
、
ど
こ
か
し
ら
ひ
弱
な
哀
愁
さ

え
漂
わ
せ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
訪
隠
図
で
は
な
く
、
男
女
の
離
別
の
悲
哀
を
絵
に
し
た
も
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の
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
意
識
の
中
で
遠
い
彼
方
に
霞
む
父

母
の
離
別
が
モ
チ
ー
フ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
幼
い
目
に
映
じ

た
父
母
の
離
別
の
恐
ろ
し
い
記
憶
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
蕪
村
の

意
識
の
奥
底
に
焼
き
付
い
て
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
無
意
識
に
し
ば

し
ば
夢
の
中
に
現
れ
出
て
蕪
村
を
お
び
や
か
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
蕪
村
の
幼
い
心
が
捉

え
た
画
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

三

　

蕪
村
は
丹
後
の
母
げ
ん

3

3

の
実
家
で
養
育
さ
れ
た
。
七
、
八
歳
の
頃

に
は
桃
田
伊
信
か
ら
絵
を
学
ん
で
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
と

き
、
師
の
伊
信
は
三
十
七
歳
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
伊
信
が
丹
後

与
謝
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
蕪
村
の
母
は
、
教
育
熱
心

な
人
だ
っ
た
ら
し
い
。
わ
が
子
に
自
ら
の
す
べ
て
を
賭
け
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
七
、
八
歳
と
い
う
年
齢
で
専
門
家
に
つ
い
て
絵
を
学
ば
せ

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
和
漢
の
学
も
学
習
さ
せ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
日
本
の
孟
母
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
言
え
ば
、
蕪
村
の
絵
に
は
し
ば
し
ば
多
く
の
本
を
背
負
っ
て

師
の
も
と
へ
通
う
少
年
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
丹

後
与
謝
時
代
の
学
習
期
の
記
憶
を
ま
さ
ぐ
る
よ
う
に
し
て
少
年
を
描

い
た
に
違
い
な
い
。

　

な
お
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
刊
の
中
村
光
久
編
『
俳
林
小

伝
』
に
「
蕪
村
。
谷
口
氏
名
信
章
、
字
春
星
」
と
あ
る
。
一
時
期
、

「
信
章
」
と
名
乗
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
絵
の
師
「
伊
信
」
か
ら
一

字
を
貰
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
貧
し
い
農
作
業
の
か
た
わ
ら

蕪
村
に
寄
せ
る
母
の
熱
狂
的
と
も
思
え
る
期
待
の
大
き
さ
が
感
じ
取

ら
れ
る
。

　

蕪
村
が
母
に
連
れ
ら
れ
て
丹
後
の
与
謝
に
来
て
か
ら
五
年
目
に
な

っ
た
。
こ
の
間
、
毛
馬
の
父
が
げ
ん

3

3

宛
に
養
育
費
を
送
っ
て
き
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

当
時
、
与
謝
で
は
男
子
が
十
三
歳
に
な
る
と
「
褌
ふ
ん
ど
し

祝
い
」
と
い

う
成
年
儀
式
が
あ
っ
た
。
褌
を
母
親
の
実
家
か
ら
貰
っ
て
締
め
る
と

い
う
成
年
の
儀
式
で
あ
る
。

　

こ
の
頃
、
母
げ
ん

3

3

は
宮
津
の
畳
屋
の
妻
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は

未
婚
の
母
と
し
て
い
つ
ま
で
も
一
人
で
い
る
こ
と
に
村
人
が
良
か
ら

ぬ
噂
を
立
て
る
の
で
、
実
家
の
親
族
た
ち
の
強
い
て
の
勧
め
で
嫁
い

で
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
津
に
移
り
、
母
と
一
緒

に
住
み
つ
い
た
蕪
村
は
、
新
し
い
父
に
親
し
み
を
持
て
な
か
っ
た
。

彼
は
殆
ど
家
に
寄
り
つ
か
ず
、
宮
津
の
寺
町
と
い
わ
れ
る
小
川
（
地

名
）
の
見
性
寺
や
付
近
の
寺
々
で
同
世
代
の
小
僧
仲
間
と
遊
ん
だ
。
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ま
た
浄
土
宗
僧
侶
の
白
道
上
人
に
俳
句
や
書
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。

と
き
に
は
上
人
の
寺
に
泊
ま
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
蕪
村
が
十
三
歳
に
な
っ
た
と
き
、
母
の
と
こ
ろ
へ
毛
馬

村
か
ら
嗣
子
で
あ
る
蕪
村
を
返
し
て
欲
し
い
と
い
う
連
絡
が
入
っ
た
。

そ
れ
は
蕪
村
の
父
で
あ
る
毛
馬
の
村
長
の
突
然
の
死
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
母
げ
ん

3

3

は
、
こ
れ
ま
で
生
き
甲
斐
だ
っ
た
蕪
村
を
手
放
す
こ

と
を
悲
し
む
辛
い
日
々
が
続
い
た
。
ま
た
嫁
ぎ
先
の
夫
や
親
族
と
の

人
間
関
係
の
複
雑
さ
に
耐
え
難
く
、
精
神
的
苦
痛
に
病
む
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
母
は
、
三
十
二
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
。

　

蕪
村
が
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
六
十
二
歳
の
と
き
刊
行
し
た

『
夜
半
楽
』
に
有
名
な
「
春し
ゆ
ん

風ぷ
う

馬ば

堤て
い
の

曲き
よ
く

」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
結
句
に
、
六
年
前
に
亡
く
な
っ
た
俳
友
炭た
ん

太た
い

祇ぎ

の
句
を
記
し
て

い
る
。

　

薮
入
り
の
寝
る
や
ひ
と
り
の
親
の
側　

太
祇

　　

蕪
村
は
こ
の
句
に
、
与
謝
の
実
家
に
帰
っ
た
当
時
の
安
ら
か
に
眠

る
母
の
優
し
い
顔
を
思
い
浮
か
べ
た
に
違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
蕪
村
に
は
「
狂
女
」
と
い
う
語
を
使
っ
た
句
が
い
く
つ

か
あ
る
。
母
げ
ん

3

3

の
五
十
回
追
善
の
た
め
『
夜
半
楽
』
刊
行
と
同
じ

年
に
編
ん
だ
俳
文
集
『
新し
ん

花は
な

摘つ
み

』（
没
後
寛
政
九
年
〈
一
七
九
七
〉

に
刊
行
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
句
。

　

麦
の
秋
さ
び
し
き
貌
の
狂
女
か
な　

蕪
村

　　

ま
た
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
編
集
し
た
『
不
夜
庵
歳
旦
帖
』

の
一
句
。

　

薮
入
り
の
宿
は
狂
女
の
隣
か
な　

蕪
村

　　

こ
れ
ら
の
句
が
描
い
て
い
る
よ
う
に
、
母
が
生
き
て
き
た
半
生
は
、

耐
え
難
い
苦
し
み
に
傷
つ
き
、
蕪
村
に
は
狂
女
の
よ
う
に
見
え
哀
し

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
母
が
突
然
、
春
の
夜
の
海
に
沈
ん
で
、
往

っ
て
し
ま
っ
た
。
我
が
子
の
大
成
を
念
じ
な
が
ら
静
か
に
。

　
『
遺
草
』
の
中
に
、
こ
ん
な
句
が
あ
る
。

　

枕
す
る
春
の
流
れ
や
乱
れ
髪　

蕪
村

　　

こ
れ
は
其き

角か
く

（
芭
蕉
の
門
人
）
が
編
集
し
た
『
虚み
な
し

栗ぐ
り

』
の
中
の

句
「
あ
あ
屍
花
と
流
る
る
か
ば
ね
哉　

嵐ら
ん

蘭ら
ん

」
に
類
似
し
て
い
る
。
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母
を
失
っ
た
十
三
歳
の
蕪
村
は
、
母
が
往
っ
た
与
謝
野
海
を
心
の

奥
底
に
し
ま
い
こ
ん
だ
ま
ま
、
そ
の
衝
撃
を
癒
す
間
も
な
く
、
摂
津

毛
馬
の
父
の
も
と
に
帰
っ
て
行
っ
た
。

四

　

以
上
の
よ
う
に
幼
少
時
代
の
蕪
村
を
推
察
し
て
思
う
に
、
子
ど
も

の
生
活
文
化
は
、
民
族
学
上
き
わ
め
て
重
要
な
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

子
ど
も
自
身
が
彼
ら
の
日
常
生
活
の
中
で
持
っ
て
い
る
民
俗
の
大
き

な
特
徴
は
、
元
来
お
と
な
が
担
っ
て
い
た
民
俗
文
化
が
子
ど
も
に
よ

っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
に
つ
き
る
と
い
わ
れ
る
。

　

柳
田
国
男
の
言
に
「
小
児
が
我
々
の
未
来
で
あ
る
と
共
に
、
一
方

に
は
ま
た
な
つ
か
し
い
目
の
前
の
歴
史
保
存
さ
れ
て
い
る
過
去
が
あ

っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
う
し
た
特
徴
に
つ
い
て
的
を
射
た
表
現
で
あ

ろ
う
。

　

子
ど
も
の
耳
と
目
に
は
、
お
と
な
が
真
似
で
き
な
い
能
力
が
備
わ

っ
て
い
る
と
い
う
。
人
の
語
音
に
よ
り
、
あ
る
い
は
目
の
色
を
見
て
、

言
葉
や
行
為
の
背
景
に
潜
む
も
の
を
読
み
取
る
能
力
は
お
と
な
以
上

で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　

子
ど
も
が
周
囲
の
自
然
環
境
、
虫
や
小
鳥
、
草
や
花
、
朝
夕
の
天

然
現
象
を
独
特
の
観
察
能
力
か
ら
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
は

遊
び
の
中
の
「
唱と
な

え
言ご
と

」
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
柳
田
国
男
は
、
子
ど
も
が
夕
暮
れ
近
く
に
な
る
と
家
の

外
へ
出
た
が
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
母
親
の
雑
用

が
増
え
る
時
刻
だ
か
ら
、
子
ど
も
の
相
手
が
お
ら
ず
外
へ
出
た
が
る

わ
け
だ
ろ
う
が
、
そ
の
結
果
、
童わ
ら
べ

言こ
と

葉ば

は
夕
方
の
事
物
を
題
材
に

す
る
も
の
が
多
い
こ
と
に
な
る
。
有
名
な
動
揺
、「
夕
焼
け
小
焼
け
」

「
あ
し
た
天
気
に
な
あ
れ
」「
ほ
た
る
こ
い
」「
お
月
さ
ま
い
く
つ
十

三
七
つ
」
な
ど
は
い
ず
れ
も
夕
暮
れ
時
の
唱
え
言
な
の
で
あ
る
。

　

夕
方
の
か
く
れ
ん
ぼ

3

3

3

3

3

の
遊
び
は
、
子
ど
も
が
隠
れ
た
ま
ま
神
隠
し

に
あ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
か
ら
、
禁
じ
ら
れ
た

遊
び
に
な
っ
た
。
一
方
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
神
隠
し
に
遭
う
こ
と

は
、
自
己
の
潜
在
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。
隠
し
神
は
、
化

け
物
や
お
化
け
に
相
当
す
る
存
在
だ
が
、
子
ど
も
は
こ
の
化
け
物
を

別
に
怖
が
ら
な
か
っ
た
。
子
ど
も
の
持
つ
宗
教
性
は
、
そ
の
潜
在
的

能
力
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
ま
た
子
ど
も
の
社
会

的
位
置
づ
け
を
規
制
し
て
い
る
。

　

子
ど
も
の
生
活
環
境
は
、
一
口
に
言
う
と
、
出
生
し
て
か
ら
成
長

し
成
人
に
な
り
、
お
と
な
の
世
界
に
入
っ
て
行
く
こ
と
を
軸
と
し
て

展
開
し
て
い
る
。
成
長
段
階
ご
と
に
少
し
ず
つ
特
徴
が
あ
る
が
、
幼

年
期
か
ら
少
年
期
へ
の
過
程
で
一
つ
の
変
化
が
現
れ
て
く
る
。
つ
ま
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り
以
前
は
、
母
親
を
中
心
と
し
た
家
の
中
の
子
ど
も
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
が
、
少
年
期
に
入
る
と
子
ど
も
は
家
よ
り
も
村
落
内
の
集

団
に
帰
属
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

蕪
村
は
波
乱
に
富
ん
だ
幼
少
年
時
代
を
経
て
、
次
第
に
天
才
的
な

絵
師
と
し
て
、
ま
た
俳
人
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
【
参
考
文
献
】

『
日
本
の
歴
史
17
』	

奈
良
本
辰
也
著	

中
央
公
論
社

『
与
謝
蕪
村
』	

田
中
善
信
著	

吉
川
弘
文
館

『
蕪
村
伝
記
考
説
』	

高
橋
広
次
著	

春
秋
社

『
子
ど
も
・
老
人
と
性
』	

富
田　

登
編	

吉
川
弘
文
館

『
蕪
村
全
句
集
』	

藤
田
真
一
・
清
登
典
子
編	
お
う
ふ
う

『
日
本
史
小
典
』	

日
笠
山
正
治
編
著	
日
正
社

『
画
人
蕪
村
』	

河
東
碧
悟
桐
著	

中
央
美
術
社

『
蕪
村
シ
リ
ー
ズ
』	

梅
田
慈
弘
著	

宮
津
見
性
寺
特
集
部
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１
．
は
じ
め
に

　

世
界
各
国
で
、
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
、
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
り
、
旅
行
会
社
が
企
画
す
る
全
周
コ
ー
ス
や
全
六
回
コ

ー
ス
な
ど
の
ツ
ア
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
自
分
の
足
で
歩
い
て
巡
礼

を
す
る
人
も
少
な
く
な
い
。
西
国
三
十
三
観
音
、
坂
東
三
十
三
観
音
、

秩
父
三
十
三
観
音
を
合
わ
せ
た
日
本
百
観
音
巡
り
な
ど
、
好
み
や
予

定
に
あ
わ
せ
て
選
べ
る
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
が
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
全
盛
で
あ
っ
た

ス
ペ
イ
ン
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
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
。

　

江
戸
時
代
、
居
住
地
を
離
れ
、
農
耕
放
棄
で
あ
る
旅
行
は
基
本
的

に
禁
止
、
農
民
は
土
地
に
縛
り
付
け
ら
れ
、
年
貢
を
納
め
る
義
務
を

果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
農
閑
期
に
神
社
仏
閣
に
参
詣

に
出
か
け
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
上
、
信

仰
上
の
理
由
が
な
け
れ
ば
旅
行
に
は
出
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
も
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
な
ど
多
く
の
血
を
流

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
の
自
由
な
ど
、
市
民
の
権
利
が
少
し
づ
つ

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
制
度
的
に
自
由
な
移
動
、
自
由
な
居
住

を
認
め
る
近
代
社
会
の
成
立
に
よ
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
。

　

十
九
世
紀
の
産
業
革
命
に
よ
っ
て
、
大
型
の
輸
送
手
段
に
よ
っ
て

大
量
輸
送
が
可
能
に
な
り
、
人
間
の
移
動
料
金
の
低
廉
化
が
生
ま
れ
、

宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム

―
巡
礼
と
そ
の
文
化
的
装
置
―

小　

川　

慈　

祐
（
小
川
祐
子
）
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多
く
の
人
々
が
旅
行
の
機
会
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
長
い
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
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
、
サ
ン
テ
ィ

ア
ゴ
巡
礼
や
四
国
八
十
八
箇
所
の
お
遍
路
が
活
況
を
呈
す
る
そ
の
背

景
を
、
主
と
し
て
個
人
の
内
面
の
ミ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

２
．
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
の
動
向

　

伝
統
的
な
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
に
よ
れ
ば
、
巡
礼
は
ツ
ー
リ
ズ
ム
を

含
む
広
義
の
余
暇
活
の
一
部
と
さ
れ
、
濃
密
な
宗
教
的
性
格
を
保
持

し
な
が
ら
聖
地
へ
の
回
帰
を
前
提
に
、
非
日
常
圏
で
営
ま
れ
る
余
暇

活
動
と
定
義
さ
れ
る
。
同
様
の
余
暇
活
動
で
あ
り
な
が
ら
、
ツ
ー
リ

ズ
ム
行
動
に
あ
っ
て
は
、
宗
教
的
性
格
が
著
し
く
希
薄
で
あ
り
、
こ

の
宗
教
的
性
格
の
濃
淡
こ
そ
が
、
巡
礼
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
峻
別
す
る

最
大
の
指
標
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
現
代
社
会
を
主

要
モ
デ
ル
と
し
た
こ
の
よ
う
な
世
俗
的
余
暇
活
動
と
し
て
の
ツ
ー
リ

ズ
ム
と
、
宗
教
的
余
暇
活
動
と
し
て
の
巡
礼
の
二
項
対
立
モ
デ
ル
は
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
強
い
批
判
に
晒
さ
れ
、
現
在
の
ツ
ー
リ
ズ
ム

研
究
は
、
巡
礼
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
親
近
性
、
巡
礼
の
持
つ
ツ
ー
リ
ズ

ム
的
性
格
を
強
調
す
る
方
向
へ
と
、
基
本
的
立
場
を
移
行
さ
せ
つ
つ

あ
る（
１
）。

　

関
は
、
ス
ペ
イ
ン
中
世
史
の
研
究
者
と
し
て
、
中
近
世
の
巡
歴
記

や
旅
行
記
を
読
む
か
ぎ
り
、
巡
礼
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
渾
然
一
体
と
な

っ
て
お
り
、「
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
と
し
て
の
巡
礼
は
説
得
力
が
あ

る
と
し
て
い
る
。

　

道
路
網
や
交
通
機
関
の
発
達
、
よ
り
大
き
く
な
る
自
我
の
目
覚
め
、

増
大
し
つ
つ
あ
る
社
会
的
影
響
、
こ
れ
ら
は
産
業
と
し
て
の
ツ
ー
リ

ズ
ム
の
直
接
的
な
原
因
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
成
長
を

最
も
大
き
く
刺
激
し
た
の
は
、「
自
由
時
間
」
と
い
う
概
念
の
発
生

だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
特
別
緊
急
の
義
務
を
も
た
ず
、
新
し
い
経
験

を
求
め
る
人
々
の
数
が
増
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
用
可
能
と
な
る

レ
ジ
ャ
ー
で
あ
る
。
聖
な
る
も
の
を
望
む
心
は
、
決
し
て
消
え
な
い

が
、
聖
な
る
も
の
を
経
験
す
る
手
段
は
明
ら
か
に
変
化
し
た
。
そ
の

一
つ
が
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
通
常
宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
聖
地
も
し
く
は

聖
堂
へ
の
巡
礼
、
宗
教
的
祝
祭
、
宗
教
的
旅
行
者
の
た
め
の
歴
史
的

文
化
的
な
「
特
別
な
イ
ベ
ン
ト
」
に
関
連
し
た
形
態
を
と
る
。

　

今
日
巡
礼
者
と
ツ
ー
リ
ス
ト
の
間
に
、
信
心
と
娯
楽
の
間
に
矛
盾

は
な
い
。「
好
奇
心
に
満
ち
た
旅
行
者
」
と
、「
宗
教
的
な
旅
行
者
」
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を
区
別
す
る
こ
と
、
そ
し
て
旅
行
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
理
解

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
確
か
に
、
巡
礼
は
も
は
や
大
衆
現
象
で
は
な

い
。
し
か
し
数
多
く
の
聖
地
が
毎
年
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
新

た
に
生
ま
れ
る
こ
と
や
、
新
し
い
宗
教
運
動
の
興
隆
を
考
え
る
と
、

む
し
ろ
今
ま
で
以
上
に
、
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
宗
教
的
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

ル
ル
ド
行
き
の
特
別
列
車
の
よ
う
に
企
画
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
を
除

け
ば
、
近
代
の
巡
礼
者
は
、
一
般
的
に
ツ
ー
リ
ス
ト
と
区
別
す
る
の

は
難
し
い
。
近
代
の
巡
礼
者
は
、
服
装
と
い
う
よ
う
な
方
法
で
識
別

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
行
動
か
ら
何
か
区
別
す
る
と
い
う
こ
と

も
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
他
の
旅
行
者
か
ら
巡
礼
者
を
識
別
す
る
唯

一
の
特
徴
は
、
旅
行
の
目
的
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の
内
的
な
傾
向
で
あ

る
。
こ
れ
を
置
き
換
え
る
と
、
近
代
の
ツ
ー
リ
ス
ト
は
、
彼
ら
に
と

っ
て
神
聖
な
意
味
を
持
つ
場
所
、
例
え
ば
博
物
館
や
美
術
館
な
ど
を

訪
れ
る
た
め
に
出
発
す
る
時
、
自
分
自
身
を
巡
礼
者
だ
と
考
え
る
こ

と
も
あ
り
う
る（
２
）。

３
．
巡
礼
と
い
う
文
化
的
装
置

　

こ
れ
ま
で
何
度
か
取
り
上
げ
て
き
た
ス
ペ
イ
ン
北
西
部
の
サ
ン
テ

ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
へ
の
巡
礼
も
、
日
本
の
四
国
八
十
八

カ
所
の
お
遍
路
も
、
そ
の
起
源
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
明
ら
か
に
し

よ
う
と
知
れ
ば
す
る
ほ
ど
曖
昧
で
あ
る
が
、
長
い
歴
史
を
有
し
て
い

る
。

　

四
国
の
八
十
八
カ
所
の
「
八
十
八
」
の
由
来
と
し
て
必
ず
い
わ
れ

る
の
は
、
八
一
五
年
に
弘
法
大
師
が
四
国
を
歩
い
て
修
行
し
た
時
に

八
十
八
の
霊
場
を
開
い
た
と
い
う
伝
説
で
あ
る
が
、
現
在
残
っ
て
い

る
四
国
巡
礼
の
記
録
を
見
る
と
、
ど
れ
も
霊
場
の
数
は
八
十
八
所
に

と
ど
ま
ら
な
い
。
神
社
仏
閣
を
回
遊
行
脚
す
る
修
行
者
で
あ
れ
ば
、

そ
の
決
ま
っ
た
巡
礼
形
式
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
心
の
赴
く
ま
ま
に
巡
拝

す
る
だ
ろ
う
が
、
一
般
の
庶
民
の
場
合
、
霊
場
は
八
十
八
ヶ
所
以
上

あ
っ
て
ど
れ
を
選
ん
で
も
ど
れ
を
飛
ば
し
て
も
構
わ
な
い
、
歩
く
コ

ー
ス
も
百
人
百
様
と
い
う
状
況
だ
っ
た
な
ら
ば
、
大
衆
旅
行
商
品

「
四
国
遍
路
」
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
四
国
遍
路
道
指
南

（
道
し
る
べ
）』（
一
六
八
七
年
）
の
著
者
で
あ
る
真
念
は
、
八
十
八

ヶ
所
を
限
定
し
巡
礼
の
順
番
も
固
定
化
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
プ
ロ

の
修
行
者
だ
け
で
な
く
、
花
の
元
禄
期
を
迎
え
て
旅
行
熱
の
高
ま
っ

て
い
た
庶
民
も
容
易
に
参
加
で
き
る
四
国
遍
路
が
誕
生
し
た
。
こ
う

し
て
長
い
歴
史
を
通
じ
て
累
積
し
た
奥
深
さ
は
、
巡
礼
路
と
し
て
の

完
成
度
が
高
い（
３
）。

　

映
画
『
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
へ
の
道
』
は
、
二
〇
〇
五
年
コ
リ
ー
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ヌ
・
セ
ロ
ー
監
督
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
で
製
作
さ
れ
た
。
母
親
の
遺

産
相
続
の
条
件
と
し
て
、
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
す
な
わ
ち
サ
ン
テ
ィ
ア

ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
へ
の
巡
礼
を
課
せ
ら
れ
た
兄
姉
弟
の
三
人

が
参
加
す
る
巡
礼
ツ
ア
ー
の
物
語
で
あ
る
。
ア
ラ
ブ
系
の
ガ
イ
ド
の

ギ
イ
が
率
い
る
「
風
ま
か
せ
」
ツ
ア
ー
に
同
行
す
る
の
は
、
高
校
卒

業
祝
い
に
ツ
ア
ー
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
女
の
子
カ
ミ
ー
ユ
と
エ
ル

ザ
、
カ
ミ
ー
ユ
を
追
い
か
け
て
参
加
し
た
ア
ラ
ブ
系
の
少
年
サ
イ
ー

ド
、
サ
イ
ー
ド
に
「
メ
ッ
カ
巡
礼
」
と
騙
さ
れ
て
苦
し
い
家
計
の
中

か
ら
母
親
に
二
人
分
の
参
加
費
を
出
し
て
も
ら
っ
た
従
兄
弟
の
ラ
ム

ジ
ィ
、
頭
を
ス
カ
ー
フ
に
包
ん
だ
物
静
か
な
マ
チ
ル
ド
で
あ
る
。

　

兄
ピ
エ
ー
ル
は
、
会
社
経
営
者
と
し
て
裕
福
な
生
活
を
し
て
い
る

が
妻
は
生
き
る
希
望
の
持
て
な
い
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
患
者
、
姉
ク
ラ

ラ
は
、
夫
が
失
業
し
一
家
の
大
黒
柱
と
し
て
ま
た
母
と
し
て
奮
闘
中

の
公
立
高
校
の
国
語
教
師
、
弟
ク
ロ
ー
ド
は
、
お
酒
し
か
眼
中
に
な

い
生
活
破
綻
者
。
自
ら
の
意
志
で
参
加
し
た
の
で
は
な
い
こ
の
三
人

を
含
む
一
行
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
・
ピ
ュ
イ
を
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、

果
て
し
な
く
続
く
岩
山
の
道
、
不
便
な
生
活
か
ら
ト
ラ
ブ
ル
が
頻
発
。

揉
め
事
を
通
じ
て
参
加
者
が
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
重
荷
を

背
負
っ
て
生
き
て
い
る
の
が
見
え
て
く
る
。

　

数
百
キ
ロ
を
共
に
歩
く
う
ち
に
、
自
分
中
心
だ
っ
た
各
自
に
変
化

が
訪
れ
始
め
る
。
兄
弟
げ
ん
か
の
中
心
だ
っ
た
兄
ピ
エ
ー
ル
は
、
有

色
人
種
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
ラ
ム
ジ
ィ
た
ち
三
人
が
宿
泊
を
拒
否

さ
れ
る
と
、「
我
々
は
み
ん
な
兄
弟
で
、
一
緒
に
い
な
け
れ
ば
い
け

な
い
」
と
叫
ん
で
、
自
腹
で
全
員
を
高
級
ホ
テ
ル
に
宿
泊
さ
せ
、
み

ん
な
に
施
す
。

　

国
語
教
師
と
知
っ
て
、
サ
イ
ー
ド
が
従
兄
弟
の
ラ
ム
ジ
ィ
は
失
読

症
で
字
が
読
め
な
い
か
ら
教
え
て
や
っ
て
欲
し
い
と
頼
ん
で
も
、
関

わ
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
た
ク
ラ
ラ
は
、
み
ん
な
に
は
内
緒
で
文
字
を

教
え
始
め
る
。

　

人
生
の
劣
等
生
で
あ
っ
た
は
ず
の
弟
ク
ロ
ー
ド
は
、
実
は
成
功
者

で
あ
る
は
ず
の
兄
が
「
お
前
は
人
と
仲
良
く
な
る
の
が
う
ま
い
し
、

女
に
も
も
て
る
」
と
羨
ま
し
が
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

　

そ
し
て
巡
礼
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
の
カ
テ
ド
ラ

ル
を
遠
望
す
る
「
モ
ン
テ
・
デ
・
ゴ
ソ
（
喜
び
の
丘
）」
に
到
着
し

た
時
、
ラ
ム
ジ
ィ
の
母
親
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
サ
イ
ー
ド
は
知
る
。

ラ
ム
ジ
ィ
は
、
兄
弟
三
人
の
ケ
ン
カ
を
物
静
か
な
マ
チ
ル
ド
が
嫌
が

る
の
を
、「
母
親
の
死
は
何
よ
り
悲
し
い
か
ら
仕
方
な
い
よ
ね
」
と

仲
を
取
り
持
つ
ほ
ど
、
一
行
の
中
で
も
っ
と
も
母
親
想
い
だ
っ
た
。

一
家
の
大
黒
柱
と
し
て
家
族
を
養
う
く
び
き
に
苦
し
ん
で
い
た
は
ず

の
ク
ラ
ラ
は
、
ラ
ム
ジ
ィ
を
自
宅
に
引
き
取
る
決
心
を
し
た
こ
と
が
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ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
わ
か
る
。

　

映
画
の
中
で
は
、
ツ
ア
ー
客
と
地
元
の
人
と
の
交
流
は
、
ア
ラ
ブ

系
三
人
の
宿
泊
を
拒
否
し
た
ロ
ン
セ
ス
・
バ
ジ
ェ
ス
（
フ
ラ
ン
ス
か

ら
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
を
越
え
て
最
初
に
到
達
す
る
ス
ペ
イ
ン
の
巡
礼
都

市
）
の
ス
ペ
イ
ン
人
神
父
以
外
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
な
い
。
ま
た
ど
ん

な
に
有
名
な
教
会
、
カ
テ
ド
ラ
ル
、
修
道
院
を
訪
れ
て
も
、
お
し
ゃ

べ
り
に
熱
中
す
る
姿
が
描
か
れ
、
宗
教
施
設
に
全
く
関
心
が
な
い
こ

と
を
敢
え
て
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
監
督
が
、
ガ
イ
ド
も
含
め
た

ツ
ア
ー
の
参
加
者
同
士
の
つ
な
が
り
が
、
来
る
日
も
来
る
日
も
歩
き

続
け
る
巡
礼
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
、
そ
れ
を
描

き
た
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

仲
の
悪
い
兄
弟
で
あ
っ
て
も
、
巡
礼
を
共
に
す
る
こ
と
で
お
互
い

の
存
在
を
認
め
合
い
、
知
ら
な
か
っ
た
者
同
士
が
巡
礼
を
続
け
る
う

ち
に
新
し
い
人
間
関
係
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
文
字
を
ク
ラ
ラ
に
教

わ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
ラ
ム
ジ
ィ
は
、
最
初
に
文
字
を
教
え
よ
う

と
し
て
く
れ
た
カ
ミ
ー
ユ
に
は
内
緒
だ
よ
と
言
っ
て
優
し
い
心
遣
い

を
見
せ
る
。
特
に
強
面
の
中
年
婦
人
で
あ
っ
た
ク
ラ
ラ
は
、
ラ
ム
ジ

ィ
の
優
し
さ
に
よ
っ
て
頑
な
な
心
を
ほ
ぐ
し
、
自
ら
の
く
び
き
を
外

し
た
の
だ
。

　
「
人
間
は
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
」、
こ
れ
が
監
督
コ
リ
ー
ヌ
・
セ

ロ
ー
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
徒
歩

旅
行
と
し
て
の
巡
礼
を
選
ん
だ
。
し
か
し
神
の
恩
寵
や
再
生
（
復

活
）、
奇
跡
と
い
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
義
は
映
画
を
見
る
側

に
任
せ
、
こ
の
映
画
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
参
加
さ
せ
、
ま
た
公

立
学
校
教
師
の
ク
ラ
ラ
の
発
言
を
通
し
て
、
宗
教
性
に
拘
泥
し
な
い

普
遍
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
何
故
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
な
の
か
。
現
代
人
に
と
っ

て
、
野
宿
も
あ
り
、
道
に
迷
う
危
険
性
も
高
い
放
浪
の
旅
で
は
、
容

易
に
踏
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
以
降
こ

の
中
世
以
来
の
伝
統
の
あ
る
巡
礼
路
は
徐
々
に
活
況
を
呈
し
、
世
界

遺
産
に
も
登
録
さ
れ
、
道
標
や
宿
泊
施
設
も
整
備
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

現
代
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
交
通
機
関
の
発
達
に
よ
っ
て
、
出
発
地

と
目
的
地
が
あ
っ
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
単
な
る
移
動
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
こ
の
巡
礼
は
、
歩
く
と
い
う
身
体
性
を
伴
う
行
為
で

あ
る
。
か
つ
て
歩
く
以
外
手
段
の
な
か
っ
た
古
老
の
話
に
よ
る
と
、

徒
歩
旅
行
の
目
安
は
一
時
間
に
一
里
（
四
キ
ロ
）
だ
そ
う
で
あ
る
が
、

日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
歩
く
と
し
て
も
、
昼
食
等
の
休
憩
を
考
え
る

と
一
日
三
〇
キ
ロ
歩
く
の
は
現
代
人
に
は
か
な
り
大
変
だ
ろ
う
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

　

歴
史
的
な
伝
統
を
有
す
る
巡
礼
路
は
、
現
代
人
が
頭
を
使
う
こ
と
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を
離
れ
、
歩
く
と
い
う
原
初
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、
心
と
体
の
バ
ラ

ン
ス
を
回
復
し
、
時
間
と
労
力
を
か
け
て
到
達
す
る
こ
と
か
ら
生
ま

れ
る
達
成
感
と
安
ら
ぎ
を
得
る
の
に
適
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

４
．
ま
と
め

　

神
社
や
寺
院
、
カ
テ
ド
ラ
ル
や
教
会
、
修
道
院
な
ど
の
宗
教
施
設

は
、
宗
教
が
社
会
に
根
付
く
過
程
で
形
成
さ
れ
た
、
生
き
た
宗
教
の

固
定
化
、
形
式
化
に
過
ぎ
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
こ
に
は
冨
の

集
積
に
よ
っ
て
、
芸
術
的
、
文
化
的
な
遺
産
が
あ
り
、
歴
史
の
宝
庫

で
あ
る
。
そ
う
し
た
宗
教
施
設
が
見
る
べ
き
所
と
し
て
、
宗
教
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
対
象
と
な
る
。

　

マ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
活
動
が
広
く
一
般
化

し
た
現
在
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
活
動
が
多
様
化
す
る
中
で
、
一
つ
の
目
的

地
を
繰
り
返
し
訪
問
し
た
り
、
一
年
を
通
じ
て
長
期
に
滞
在
し
た
り

す
る
リ
ピ
ー
タ
ー
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
行
動
を
考
え
る
時
、
そ
こ
に
は

「
も
う
一
つ
の
日
常
」
の
存
在
が
伺
え
る
。

　

現
在
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
に
よ
る
情
報
が
、
行
っ
た
こ

と
の
な
い
本
来
非
日
常
世
界
を
あ
ら
か
じ
め
イ
ン
プ
ッ
ト
し
て
く
れ

る
。
こ
う
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
な
視
覚
、
聴
覚
の
世
界
だ
け
で
な
く
、

味
覚
に
関
し
て
も
ま
た
東
京
な
ど
で
は
い
な
が
ら
に
し
て
、
世
界
各

国
の
料
理
を
堪
能
で
き
る
。

　

し
か
し
、
嗅
覚
や
触
覚
な
ど
、
行
っ
て
見
な
け
れ
ば
バ
ー
チ
ャ
ル

な
世
界
で
は
知
る
こ
と
で
き
な
い
経
験
が
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
は
あ
る
。

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
最
大
の
楽
し
み
、
喜
び
は
、
訪
れ
た
先
で
地
元
の
人

か
ら
聞
く
い
ろ
い
ろ
な
説
明
や
世
間
話
な
ど
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で

は
あ
る
が
、
人
々
と
の
交
流
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
行
し
た
家
族

や
友
人
の
知
ら
な
か
っ
た
一
面
を
見
る
こ
と
も
あ
る
。
ツ
ア
ー
で
一

緒
に
な
っ
た
人
と
の
会
話
で
、
自
分
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
気
付
き
、

励
ま
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
時
に
い
い
交
流
だ
け
で
な
く
嫌

な
思
い
を
す
る
こ
と
も
あ
る（
４
）が

、
そ
れ
は
そ
れ
で
忘
れ
ら
れ
な
い
思

い
出
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
ま
さ
に
「
袖
振
り
合
う
も
他
生
の
縁
」
で
あ
り
、
別
の
言

葉
に
置
き
換
え
れ
ば
、「
絆
」「
つ
な
が
り
」
で
あ
る
。
ツ
ー
リ
ズ
ム

活
動
に
「
宗
教
的
な
も
の
」
が
求
め
ら
れ
る
の
も
、
よ
り
多
く
の
触

覚
的
経
験
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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一
、
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
滅
後
に
お
け
る
門
流
と
は
、
東
大
寺
凝
然
の
『
浄
土
法

門
源
流
章
』
に
よ
れ
ば
、

問
源
空
已
後
弘
通
云
何
。
答
源
空
大
徳
門
人
非
レ

一
各
揚
二

浄

教
一
互
恣
二
弘
通
一
倶
立
二
門
葉
一
横
竪
伝
レ
燈
、（
下
略
）。

と
あ
る
よ
う
に
、
自
派
を
恣
い
ま
ま
に
弘
通
し
、
手
を
変
え
品
を
変

え
て
教
義
を
説
い
て
い
た
様
で
、
鎮
西
派
に
よ
る
三
義
（
一
念
義
・

寂
光
土
義
・
西
山
義
）
批
判
は
、
快
刀
乱
麻
を
断
つ
手
段
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
浄
土
宗
聖
典
は
、
あ
く
ま
で
も
『
選
擇
本
願
念
佛
集
』

（
以
下
『
選
擇
集
』
と
省
略
）
で
、
宗
祖
に
よ
る
念
佛
理
念
は
こ
の

中
に
凝
縮
さ
れ
て
お
り
、
問
題
と
な
る
の
は
、
㈠
『
選
擇
集
』
の
編

集
に
関
与
し
た
か
否
か
、
㈡
『
選
擇
集
』
の
筆
写
が
許
さ
れ
た
か
否

か
、
に
あ
り
、
当
然
の
如
く
、
嗣
法
の
弟
子
（
證
空
・
源
智
）
と
捨

聖
帰
浄
の
弟
子
（
聖
光
）
と
の
間
に
、
見
解
の
違
い
が
生
じ
る
の
は

自
明
の
理
で
あ
る
。
法
然
上
人
門
下
に
お
い
て
、
対
論
や
論
争
は
な

く
、
鎮
西
派
に
よ
る
起
行
重
視
は
、「
機
法
」
を
軽
視
し
、
選
擇
本

願
念
佛
を
簡
略
化
し
、
宗
祖
の
意
図
す
る
も
の
と
掛
離
れ
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
か
。
真
実
他
力
の
念
佛
往
生
と
ど
こ
に
違
い
が
あ
る
の
か

問
い
か
け
て
み
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

二
、
原
語
に
よ
る
本
願
念
佛
と
は
何
か

　

二
祖
聖
光
は
「
一
念
義
・
弘
願
義
・
寂
光
土
義
の
三
義
」
を
邪
義

と
し
て
い
る
が
、
念
佛
往
生
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
記
述
し
た
も
の

が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
廣
川
堯
敏
師
は
、「
聖
光
が
入
手
し
得
た
西

山
義
に
関
す
る
情
報
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
良

忠
の
西
山
義
理
解
は
質
・
量
と
も
に
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。」
と

さ
れ
て
い
る⑴

。
更
に
師
は
、「
良
忠
と
道
教
と
は
ラ
イ
バ
ル
と
し
て

「
念
佛
往
生
」
を
決
定
づ
け
る
も
の
は
何
か

成　

田　

勝　

美
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互
い
に
意
識
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

が
し
か
し
、
良
忠
が
ラ
イ
バ
ル
意
識
を
も
っ
て
い
た
相
手
と
は
、
む

し
ろ
證
空
で
、
両
者
は
対
論
も
論
争
も
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、

対
立
的
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　

で
は
こ
こ
で
、
自
力
と
他
力
の
念
佛
以
前
に
、
本
願
（
プ
ラ
ニ
ダ

ー
ナ
）
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
願
の
も
と
の
イ
ン
ド
語
は
、

pran

4 idhāna

で
、「
前
に
置
く
」
と
い
う
意
味
で
、
我
々
が
生
ま
れ

る
前
か
ら
置
い
て
あ
る
こ
と
で
、
漢
訳
『
梵
和
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、

「
願
、
所
願
、
直
願
、
思
願
、
誓
願
、
正
願
、
作
願
、
発
願
、
弘
願
、

弘
誓
願
、
願
求
、
欲
楽
」
と
あ
り
、
本
願
念
佛
に
つ
い
て
、
原
語
が

ど
の
位
理
解
さ
れ
て
い
た
か
も
対
象
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
梵
文
に
つ

い
て
、
法
然
上
人
は
、
皇
円
阿
闍
梨
に
、
證
空
は
、
慈
円
に
学
ん
だ

と
い
わ
れ
、
果
し
て
聖
光
が
原
文
に
つ
い
て
ど
の
程
度
理
解
で
き
て

い
た
か
も
求
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
聖
光
・
良
忠
に
よ
る
三
義
批
判

は
、
一
方
的
な
も
の
で
、
誓
願
す
るpran

4 idha

こ
と
は
願
力

pran

4 idhānacasa

を
生
じ
、
適
当
な
る
修
行
に
よ
っ
て
、
願
成
就

pran

4 idhāsam
padā

に
達
す
る
も
の
に
て
、
今
日
に
お
い
て
は
念

佛
と
い
え
ば
称
名
念
佛
を
意
味
す
る
が
如
き
も
、
観
佛
と
念
佛
と
は

同
義
に
し
て
、
念
佛
は
観
念
の
念
よ
り
来
れ
る
も
の
で
あ
る⑵

。「
観

念
の
念
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
原
意
は
な
い
訳
で
あ
る
。
元
よ
り
法

然
上
人
に
お
い
て
は
、
安
心
、
起
行
、
邪
義
と
い
う
も
の
は
な
く
、

上
人
滅
後
に
門
流
に
お
い
て
分
派
と
い
う
形
式
と
な
っ
て
は
い
る
が
、

称
名
念
佛
に
よ
る
往
生
と
自
力
念
佛
に
よ
る
回
数
も
、
と
ど
ま
る
と

こ
ろ
は
念
佛
に
よ
る
往
生
へ
の
道
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
西
山
派
に
お
け
る
「
機
法
一
体
」
と
は

　

西
山
派
に
お
け
る
「
機
（
衆
生
）
法
（
阿
弥
陀
佛
）
一
体
」
に
つ

い
て
は
、『
證
得
往
生
義
』
が
手
短
か
に
、
簡
略
で
わ
か
り
や
す
い

内
容
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
廣
川
堯
敏
師
は
、「『
證
得
往
生
義
』
は
別

名
を
「
西
山
善
慧
上
人
五
重
相
伝
」
と
い
い
、
證
空
の
真
撰
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る⑶

。
他
に
師
は
、
西
山
派
の
即

便
・
当
得
二
種
往
生
に
つ
い
て
、
更
に
他
力
「
観
門
」
の
成
立
に
つ

い
て
も
論
述
さ
れ
て
い
る⑷

。

『
證
得
往
生
義
』
は
、
西
山
派
に
お
け
る
五
重
相
伝
の
伝
書
で
、
西

山
一
流
の
五
重
相
承
の
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、

一
重
は
令
声
不
二
名
体
不
二
な
り
。

二
重
は
三
心
一
心
な
り
。

三
重
は
臨
終
平
生
一
同
聞
位
の
往
生
な
り
。

四
重
は
正
し
く
機
法
一
体
を
顕
わ
す
。

五
重
は
万
法
不
二
の
故
な
り
。
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と
以
上
の
よ
う
に
五
区
分
さ
れ
て
い
る
。
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
西

山
派
の
『
五
重
相
伝
略
説
』
は
、『
證
得
往
生
義
』
を
定
本
と
し
て
、

前
西
山
派
総
本
山
貫
主
森
英
純
師
に
よ
っ
て
五
重
相
伝
用
に
細
説
さ

れ
た
も
の
で
、
西
山
派
の
念
佛
と
は
、
絶
対
他
力
の
念
佛
で
、
そ
の

要
諦
と
は
、「
三
心
具
足
し
て
往
生
す
る
証
道
の
機
法
一
体
の
法
門
」

を
説
く
こ
と
に
あ
る
。
一
方
、
鎮
西
派
で
は
、「
往
生
と
は
、
念
佛

を
申
す
に
遍
数
を
一
日
に
一
万
二
万
乃
至
六
万
と
も
定
め
、
是
を

日
々
に
欠
か
さ
ず
し
て
、
正
し
く
臨
終
ま
で
懈
る
事
な
く
行
じ
て
、

佛
の
来
迎
に
預
り
て
往
生
す
べ
し
と
心
得
る
」
と
す
る
自
行
数
遍
の

念
佛
で
、
自
行
念
佛
往
生
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

　
「
機
法
一
体
」
と
い
う
語
は
、
西
山
派
と
浄
土
真
宗
に
お
い
て
非

常
に
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
西
山
派
か
ら
真
宗
の
覚
如
・
存
覚
に

伝
わ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
樋
ノ
口
安
養
寺
の
阿
日
房
彰
空

か
ら
で
、
顕
意
道
教
に
よ
る
教
説
も
あ
っ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。

「
機
法
一
体
」
を
示
す
語
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
證
得
往

生
義
』、『
浄
土
安
心
鈔
』、『
安
心
決
定
鈔
』
で
、『
述
誠
』
に
一
回
、

『
西
山
善
慧
上
人
御
法
語
』
に
も
一
回
確
認
で
き
、
さ
ら
に
、
證
空

の
孫
弟
子
に
あ
た
る
西
谷
義
の
行
観
覚
融
、
深
草
派
の
顕
意
道
教
、

本
空
、
時
宗
の
一
遍
、
本
山
義
の
康
空
示
導
等
に
も
よ
く
引
用
さ
れ

て
お
り⑸

、「
機
法
一
体
」
は
、
阿
日
房
彰
空
か
ら
真
宗
に
伝
わ
る
以

前
に
、
す
で
に
證
空
の
も
と
で
体
系
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
證
得
往
生
義
』
に
は
、

抑
も
、
機
と
は
我
等
な
り
。
法
と
は
弥
陀
な
り
。

是
れ
上
の
如
く
知
識
の
説
に
付
き
て
疑
い
な
く
信
ず
れ
ば
、
機

法
一
体
と
成
る
な
り
。
是
れ
機
法
一
体
を
正
し
く
挙
ぐ
る
謂
わ

れ
と
す
る
な
り
。
云
々
。

と
確
認
で
き
、

五
重
は
深
中
の
深
な
り
。
こ
れ
を
秘
す
べ
し
。
平
生
に
は
云
う

べ
か
ら
ず
。
機
を
守
り
て
説
く
べ
き
な
り
。

と
あ
る
様
に
、
五
重
相
伝
は
秘
伝
に
て
、
一
重
は
、「
も
し
一
文
不

通
の
者
に
は
初
重
を
能
く
能
く
教
う
べ
し
」、
二
重
は
。「
若
し
立
ち

入
る
と
も
二
重
に
は
過
ぐ
る
べ
か
ら
ず
」、
三
重
は
、
説
明
な
し
、

四
重
と
五
重
は
、「
長
楽
寺
義
を
深
く
信
じ
た
ら
ん
者
に
は
四
重
五

重
を
努
努
聞
か
す
べ
か
ら
ず
。
若
し
知
ら
せ
ば
自
他
共
に
信
心
を
乱

し
て
往
生
の
煩
い
な
る
べ
し
。
長
楽
寺
義
の
人
、
聞
か
ん
と
云
わ
ば
、

上
の
一
文
不
通
の
者
ご
と
く
教
う
べ
し
。
親
し
け
れ
ば
と
て
左
右
な

く
そ
の
機
に
あ
ら
ざ
る
者
に
許
さ
ば
我
も
ま
た
返
り
て
罪
を
得
る
べ

し
。
さ
れ
ば
と
て
我
計
り
知
り
て
一
向
人
に
許
す
間
敷
に
も
あ
ら
ず
。

こ
の
一
流
を
能
く
能
く
信
じ
た
ら
ん
者
に
は
四
重
ま
で
説
き
、
五
重

ま
で
も
ほ
の
め
か
す
べ
し
。」
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
證
空
に
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よ
る
機
法
と
は
、

都
て
佛
教
の
習
い
に
は
寸
の
者
に
は
寸
を
与
え
、
尺
の
者
に
は

尺
を
与
え
、
丈
の
者
に
は
丈
を
与
え
、
機
に
順
ず
る
を
教
と
は

云
う
な
り
。
故
に
寸
は
尺
に
通
せ
ず
。
今
、
寸
と
は
一
文
不
通

の
者
な
り
。
尺
は
長
楽
寺
な
ん
ど
に
云
う
人
な
り
。
丈
は
専
修

を
信
ず
る
人
な
り
。
此
の
如
く
意
得
て
説
く
べ
し
。
是
れ
則
ち

機
に
順
ず
る
謂
わ
れ
な
り
。

と
あ
る
「
人
を
見
て
、
力
量
に
あ
っ
た
法
を
説
く
」
事
で
、
機
法
一

体
の
必
要
性
を
不
可
欠
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
廣
川
堯
敏
師
は
、

「『
證
得
往
生
義
』
は
證
空
の
真
撰
で
は
な
か
ろ
う
。」
と
さ
れ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
記
述
内
容
に
異
筆
箇
所
は
な
く
、
転
用
し
た
と
お
ぼ

し
き
と
こ
ろ
も
な
く
、
教
学
部
に
て
確
認
す
る
と
、「
證
空
真
撰
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
の
事
で
あ
る
。『
安
心
決
定
鈔
』
に
つ
い
て

は
、
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
や
奥
村
玄
祐
氏
、『
深
草
教
学
』
等
に
あ

る
如
く
、
真
宗
へ
の
伝
播
の
過
程
は
ま
だ
研
究
段
階
で
、
今
後
の
研

究
動
向
を
待
つ
べ
き
で
、
も
っ
と
身
近
な
問
題
と
し
て
、『
選
擇
集
』

は
、
自
力
と
他
力
の
い
ず
れ
を
説
く
も
の
か
、
検
討
す
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。

四
、「
授
手
印
」
相
承
の
念
佛
と
は

　

一
般
に
、
浄
土
宗
に
お
い
て
は
、
三
学
（
戒
定
慧
）
非
器
の
念
佛

と
い
う
共
通
認
識
と
な
る
も
の
が
あ
る
。
大
乗
佛
教
で
は
、「
自
利
」

よ
り
も
「
利
他
」
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
釈
尊
は
、
自

己
を
清
め
た
り
調
え
た
り
す
る
の
は
自
分
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
だ

か
ら
、
ま
ず
己
を
利
す
る
と
い
う
修
行
者
の
本
分
を
怠
っ
て
は
な
ら

な
い
と
『
法
句
経
』
に

他
人
を
利
す
る
こ
と
、
多
か
る
と
も
、
こ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、

己
の
利
益
に
怠
る
な
か
れ
。
己
の
本
分
を
知
り
、
そ
の
務
め
に

こ
そ
専
心
な
れ
。

と
説
き
、「
戒
定
慧
」
は
霊
鷲
山
で
説
い
た
最
後
の
説
法
で
、
我
々

の
も
つ
無
指
向
性
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
戒
」
に
よ
っ
て
絞
り
込
み
、

奔
流
の
如
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
禅
定
（
三
昧
）
を
修
す
れ
ば
、
そ
こ
に

佛
教
的
智
慧
で
あ
る
「
般
若
」
が
実
現
す
る
と
考
え
た
も
の
で
あ
る⑹

。

三
学
と
は
、
調
え
ら
れ
た
自
己
の
在
り
方
が
禅
定
（
定
）
で
、
そ
れ

を
修
行
さ
せ
る
方
法
と
し
て
「
瞑
想
」
を
勧
め
、
瞑
想
を
充
実
さ
せ

る
た
め
に
「
戒
」
の
必
要
性
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
自
利
の
優
先

を
説
い
た
も
の
で
あ
る⑺

。
従
っ
て
、
三
学
を
実
務
・
実
践
の
修
行
と

は
捉
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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浄
土
宗
二
祖
聖
光
は
、『
末
代
念
佛
授
手
印
』
の
中
で
、「（
法
然
）

上
人
往
生
の
後
に
は
、
そ
の
義
を
水
火
に
諍
い
、
そ
の
論
を
蘭
菊
に

致
し
て
、
還
っ
て
念
仏
の
行
を
失
っ
て
、
空
し
く
浄
土
の
業
を
廃

す
」
と
し
、「
あ
る
人
の
云
く
、
行
門
、
観
門
、
弘
願
門
、
こ
の
三

門
を
立
て
、
弘
願
門
は
往
生
を
得
、
そ
の
行
門
の
人
は
往
生
を
得
ず
。

弘
願
門
の
義
を
知
ら
ざ
る
に
依
っ
て
な
り
」
と
、
證
空
批
判
を
し
て

い
る⑻

。

　

三
祖
良
忠
は
、『
決
答
授
手
印
疑
問
抄
』
の
中
で
、「
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
」、「
ま
た
長
楽
寺
の
律
師
、
四
十
八

日
の
別
時
を
修
し
て
、
十
六
段
の
奥
旨
を
講
ず
。
す
な
わ
ち
愚
身
を

以
て
そ
の
証
誠
と
為
す
。
然
れ
ど
も
し
か
も
、
上
人
の
意
に
非
ざ
る

が
故
に
、
証
誠
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
黙
し
て
畢
ん
ぬ
」
と
あ
る
。
ま

た
「
も
し
相
伝
な
ら
ば
、
あ
に
愚
を
以
て
証
と
せ
ん
や
。
委
し
く
こ

れ
を
伝
え
ら
れ
ざ
る
条
、
か
た
が
た
掲
焉
な
り
。
こ
れ
等
の
人
は
、

上
人
の
義
を
知
ら
ざ
る
こ
と
、
尤
も
道
理
な
り
」
と
あ
り
、
さ
ら
に

「
弁
阿
亡
じ
て
の
後
は
、
法
門
の
事
は
然
阿
に
問
わ
る
べ
し
。
然
阿

は
こ
れ
、
弁
阿
が
こ
れ
盛
年
に
成
れ
る
な
り
」
と
、
法
然
上
人
門
流

に
お
け
る
鎮
西
義
の
正
統
性
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
い
る⑼

。

　

祖
師
相
伝
に
な
い
「
授
手
印
」
に
つ
い
て
、「
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
の
御
教
訓
を
守
っ
て
、

毎
日
六
萬
遍
、
畢
命
を
期
と
為
す
」
と
い
う
念
の
入
れ
様
で
、「
高

僧
来
っ
て
示
し
て
云
く
、
善
恵
房
の
義
は
虚
空
に
面
形
し
た
る
様
な

り
。
聖
光
房
製
作
の
『
授
手
印
』
は
末
代
に
光
を
放
つ
べ
き
書
な

り
」
と
自
作
も
手
が
込
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、「
ま
ず
『
失
念
仏
行
』

と
云
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
う
」
と
論
じ
て

い
る⑽

。
師
法
然
上
人
の
相
伝
に
な
い
「
授
手
印
相
承
」
を
引
き
合
い

に
出
し
て
、「
失
念
仏
行
」
と
は
恐
れ
多
い
事
で
、「
而
る
に
相
伝
と

号
す
る
事
は
、
一
向
虚
言
な
り
」
と
他
派
（
義
）
が
全
く
先
師
（
宗

祖
）
の
御
義
に
非
ず
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、「
授
手
印
」

の
製
作
に
あ
り
、
弘
願
義
に
対
応
す
る
た
め
の
自
力
念
佛
相
承
の
非

常
手
段
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

五
、
津
戸
三
郎
為
守
宛
證
空
の
書
状

　

梶
村
昇
氏
は
、『
淨
土
宗
學
研
究
』（
第
20
號
、
第
21
號
）（
知
恩

院
宗
學
研
究
所
発
行
）
の
中
で
、
法
然
上
人
に
よ
る
津
戸
宛
「
九
月

十
八
日
付
消
息
」
を
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
書
状
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に
は
年
次
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
建
久
八
九
年
及
正
治

元
年
頃
ま
で
の
も
の
と
す
る
と
、
證
空
に
よ
る
代
筆
の
可
能
性
が
大

き
い
の
で
あ
る
。
文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
に
津
戸
が
七
十
三
歳
の

頃
、
師
の
證
空
宛
に
質
問
状
を
差
し
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る

證
空
の
返
状
が
二
通
（
文
暦
元
年
九
月
三
日
付
と
同
年
十
月
十
二
日

付
）
存
在
す
る
。
證
空
五
十
四
歳
時
の
返
状
で
あ
る
。

　

返
状
の
内
容
に
よ
る
と
、
学
文
し
た
ら
ん
者
の
往
生
に
つ
い
て
の

質
問
に
対
し
、「
當
時
の
関
東
の
学
生
（
三
祖
良
忠
の
こ
と
）
の
お

ほ
せ
と
候
と
て
」
と
し
た
上
で
、「
学
問
せ
ざ
る
ひ
ら
信
じ
の
念
佛

は
往
生
す
べ
か
ら
ざ
る
よ
し
。
此
辺
に
申
と
聞
え
候
ら
ん
。
極
め
た

る
ひ
が
事
に
て
候
也
。
本
願
の
理
を
よ
く
思
入
て
平
に
信
じ
て
学
問

せ
ざ
る
も
、
又
文
に
付
て
学
す
る
も
落
つ
く
所
は
只
同
く
南
無
阿
弥

陀
佛
に
て
往
生
す
べ
き
に
て
こ
そ
候
へ
」
と
返
答
し
て
い
る⑾

。

　

同
年
十
月
十
二
日
の
返
状
に
は
、
良
忠
の
「
或
は
学
者
た
と
ひ
臨

終
狂
乱
す
と
も
、
な
お
こ
れ
往
生
也
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、

「
返
々
ひ
が
事
に
て
候
也
」
と
切
り
返
し
、「
他
力
本
願
を
信
ぜ
ば
、

有
智
無
智
み
な
往
生
す
べ
し
。
信
心
を
発
し
て
後
は
、
学
不
学
は
人

の
心
に
隨
ふ
べ
き
な
り
」
と
し
、「
本
願
を
信
ぜ
ざ
る
輩
の
臨
終
正

念
は
、
実
に
往
生
と
定
め
が
た
し
。
不
信
の
人
の
臨
終
を
も
て
信
者

を
み
だ
る
條
、
無
其
謂
候
。
又
学
生
は
臨
終
狂
乱
す
と
も
、
往
生
と

定
べ
し
と
云
事
教
文
の
中
に
其
文
惣
じ
て
見
及
候
は
ず
。
又
道
理
不

可
然
。
凡
極
楽
に
お
き
て
は
専
本
願
を
信
ず
る
に
よ
る
」
と
は
げ
し

い
怒
り
の
批
判
を
繰
り
返
し
て
い
る⑿

。

六
、
結
び
に
か
え
て

　

法
然
上
人
の
門
流
に
お
い
て
『
選
擇
集
』
の
筆
写
は
、
法
燈
の
明

し
と
さ
れ
た
程
で
あ
る
。
二
祖
聖
光
・
三
祖
良
忠
に
よ
る
三
義
批
判

は
、
他
力
念
佛
の
口
伝
や
悪
人
正
機
の
口
伝
を
も
否
定
し
、
他
力
の

本
願
念
佛
の
存
在
を
も
否
定
す
る
事
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

念
佛
往
生
を
基
軸
と
す
る
教
団
に
お
い
て
、「
失
念
佛
行
」
を
も
っ

て
「
邪
義
」
と
す
る
の
も
不
可
思
議
で
、
あ
く
ま
で
も
教
相
判
釈
に

よ
る
べ
き
で
、
浄
土
宗
の
聖
典
は
、『
選
擇
集
』
で
あ
り
、
他
力
の

念
佛
往
生
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

註
⑴　

浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
『
法
然
上
人
と
そ
の
門
流
─
聖
光
・
證

空
・
親
鸞
・
一
遍
─
』
八
〇
頁
。

⑵　

矢
吹
慶
輝
『
阿
彌
陀
佛
の
研
究
』
二
一
一
頁
～
二
一
二
頁
。

⑶　

知
恩
院
淨
土
宗
學
研
究
所
編
『
浄
土
宗
學
研
究
』（
第
七
號
）、

一
六
八
頁
。　
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⑷　

知
恩
院
淨
土
宗
學
研
究
所
編
『
浄
土
宗
學
研
究
』（
第
四
號
）

一
七
一
頁
～
二
〇
六
頁
。

⑸　

前
掲
註
⑶
一
六
四
頁
。

⑹　
『
現
代
と
仏
教
』
二
一
〇
頁
。

⑺　

前
掲
註
⑹
に
同
じ
。

⑻　
『
浄
土
宗
聖
典
』（
第
五
巻
）
二
二
四
頁
。

⑼　
『
浄
土
宗
聖
典
』（
第
五
巻
）
二
九
四
頁
～
二
九
六
頁
。

⑽　
『
浄
土
宗
聖
典
』（
第
五
巻
）
二
九
八
頁
～
二
九
九
頁
。
三
祖
良

忠
に
よ
る
著
述
は
、
多
い
け
れ
ど
も
、
教
相
判
釈
に
欠
け
る
も

の
が
多
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
ル
な
視
点
で
捉
え
て
お
り
、
自
ら
一
日

に
六
萬
遍
の
念
佛
を
実
践
し
て
い
た
か
も
疑
わ
し
い
。

⑾　
『
浄
土
宗
全
書
』（
十
七
巻
）
一
三
四
頁
。

⑿　
『
浄
土
宗
全
書
』（
十
七
巻
）
一
三
五
頁
。
末
尾
に
は
、「
善
惠

上
人
の
消
息
に
違
す
る
事
あ
ら
ば
、
善
惠
上
人
の
義
に
あ
ら
ず
、

末
流
の
私
の
今
案
な
る
べ
し
。
あ
な
か
し
こ
。
末
の
濁
れ
る
を

も
て
、
源
の
す
め
る
を
け
が
す
事
な
か
れ
」
と
あ
る
。
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■
彙
　

報  

　

平
成
二
十
二
年
度
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
は
、

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
（
水
）・
八
日
（
木
）

両
日
、
京
都
の
佛
教
大
学
を
会
場
と
し
て
左
記
の

通
り
開
催
さ
れ
た
。
主
催
は
浄
土
宗
で
あ
る
。

【
大
会
日
程
】

　

九
月
七
日
（
水
）                                   

　
　

開
会
式     　　
　

 

九
時
半

　
　

基
調
講
演
　
　
　
　

十
時

　
　

一
般
研
究
発
表
　
　

一
時

　
　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
　

十
五
時
半

　

九
月
八
日
（
木
）

　
　

一
般
研
究
発
表
　
　

九
時

　
　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
　

十
三
時

　
　

合
同
総
会
　
　
　
　

十
五
時
半

　
　

閉
会
式
　
　
　
　
　

十
六
時

▼
本
号
は
、
こ
の
大
会
に
お
け
る
研
究
発
表
を
収

録
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
年
は
曇
天
、
小
雨
で
あ

っ
た
が
大
過
な
く
進
行
さ
れ
た
。
基
調
講
演
・
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
他
、
多
数
の
一
般
研
究
発
表
が
あ

っ
た
。

【
基
調
講
演
】

『
法
然
上
人
伝
』
の
成
立
に
つ
い
て

　

佛
教
大
学
教
授
　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

 

中
井
眞
孝 

 

（
敬
称
略
）

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

法
然
上
人
伝
に
つ
い
て 

 

　

東
京
教
区
芝
組
常
照
院
住
職

 
 

 

野
村
恒
道

　

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員

 

善
　

裕
昭

　

一
級
法
式
教
師

 

大
澤
亮
我

　

大
正
大
学
講
師

 

粂
原
恒
久

　

（
司
会
）
華
頂
短
期
大
学
学
長

 

中
野
正
明

 

（
順
不
同
・
敬
称
略)

【
一
般
研
究
発
表
】

▽
第
一
部
会
（
七
日
）

・
永
観
の
仏
身
仏
土
観

 
 

 　

教
学
院
　

朝
岡
知
宏

・
明
恵
の
『
華
厳
信
種
義
』
に
つ
い
て       

  
 

　

教
学
院
　

高
橋
寿
光

・
良
忠
上
人
に
お
け
る
見
仏
に
つ
い
て       

　

 
 

　

教
学
院
　

沼
倉
雄
人

・
明
治
時
代
後
期
の
法
然
上
人
像
　

│
諸
伝
記
に

お
け
る
採
話
傾
向
を
め
ぐ
っ
て
│

 　

 

　

総
合
研
究
所
　

東
海
林
良
昌

・
法
然
上
人
に
お
け
る
諸
行
と
共
生

 
 

 

　

教
学
院
　

村
上
真
瑞

・
法
然
上
人
に
お
け
る
信
と
行

 
 

 

　

教
学
院
　

佐
藤
　

健

・
大
永
の
鳳
詔
が
始
ま
り
で
な
か
っ
た
浄
土
宗
の

御
忌

 

　
　
　

 

教
学
院
　

伊
藤
真
昭

▽
第
一
部
会
（
八
日
）

・『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る
「
孝
養
父
母
」
に

つ
い
て

 
 

 

教
学
院
　

吉
原
寛
樹

・
法
然
上
人
『
逆
修
説
法
』
所
説
の
『
観
経
』
解

釈
に
つ
い
て                    

 
 

 

教
学
院
　

安
孫
子
稔
章

・『
十
七
条
御
法
語
』
に
つ
い
て

 
 

 

教
学
院
　

長
尾
隆
寛

・
法
然
上
人
に
お
け
る
本
願
の
意
義

 
 

 

教
学
院
　

齋
藤
蒙
光

・
法
然
浄
土
教
倫
理
研
究
の
考
察

 
 

 

教
学
院
　

市
川
定
敬

・
法
然
と
明
遍
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総
合
研
究
所
　

伊
藤
茂
樹

・
法
然
上
人
に
よ
る
念
の
諸
例

 

教
学
院
　

中
御
門
敬
教

・
法
然
上
人
に
お
け
る
「
選
択
」
思
想
成
立
の
背

景

 
総
合
研
究
所
　

林
田
康
順

・
鎌
倉
に
宛
て
た
法
然
上
人
消
息
中
の
「
念
仏
を

申
す
事
」
に
つ
い
て

 
 

 
教
学
院
　

眞
柄
和
人

▽
第
二
部
会
（
七
日
）

・
ヨ
ー
ガ
の
八
階
梯
に
対
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ラ
ナ
　

の
解
説
①
（
禁
戒
）

 
 

 

　

教
学
院
　

近
藤
辰
巳

・
有
漏
業
に
よ
る
業
滅
　

│
四
無
量
心
に
関
す
　

る
上
座
部
註
釈
文
献
を
通
し
て
│

 
 

 

　

教
学
院
　

清
水
俊
史

・
迦
才
と
廬
山
慧
遠

 　
　

 

　

総
合
研
究
所
　

工
藤
量
導

・
極
楽
の
「
極
」
を
め
ぐ
っ
て

 　
　

 

　

総
合
研
究
所
　

袖
山
榮
輝

・『
無
量
寿
経
』
に
於
け
る
「
無
量
」
の
意
味
に

つ
い
て

 

総
合
研
究
所
　

齊
藤
舜
健

・『
義
楚
六
帖
校
訛
』
考
２

 
 

教
学
院
　

山
路
芳
範

▽
第
二
部
会
（
八
日
）

・
観
念
法
門
「
五
種
増
上
縁
」
に
お
け
る
滅
罪

 

教
学
院
　

大
津
憲
優

・『
般
舟
讃
』
に
み
る
往
生
の
因
果

 

教
学
院
　

法
澤
賢
祐

・
善
導
教
学
に
お
け
る
「
我
」
に
つ
い
て
　

│
倫

理
的
主
観
と
し
て
│

 

教
学
院
　

西
本
明
央

・『
安
楽
集
』
第
九
大
門
所
引
の
『
無
量
寿
経
』

に
つ
い
て

 
 

教
学
院
　

杉
山
裕
俊

・
曇
鸞
の
仏
土
論

 　
 

総
合
研
究
所
　

石
川
琢
道

・
唐
代
翻
経
院
の
職
制
に
つ
い
て

 
 

教
学
院
　

大
屋
正
順

・
明
末
に
お
け
る
『
楞
厳
経
』
註
釈
書
に
つ
い
て

 
 

 

　

教
学
院
　

石
上
壽
應

・
戴
冠
仏
の
起
源
│
『
華
厳
経
』
に
み
る
冠
│

 
　

教
学
院
　

西
村
実
則

▽
第
三
部
会
（
七
日
）

・
源
氏
物
語
に
お
け
る
紫
上
の
不
出
家
の
意
義
　

布
教
師
会
北
海
道
地
区
支
部
代
表

 
吉
田
智
由

・
浄
土
宗
教
誨
師
と
し
て

　

 

布
教
師
会
東
北
地
区
支
部
代
表
　

小
熊
良
悦

・
大
本
願
に
お
け
る
教
化
　

│
十
夜
法
要
を
中
心

と
し
て
│

　

 

布
教
師
会
関
東
地
区
支
部
代
表
　

服
部
淳
一

・「
月
影
」
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て

　

 

布
教
師
会
北
陸
地
区
支
部
代
表
　

花
木
信
徹

・
布
教
材
に
つ
い
て

　

 

布
教
師
会
近
畿
地
区
支
部
代
表
　

浦
上
博
隆

・『
讃
岐
の
法
然
上
人
』
に
つ
い
て

　
　

布
教
師
会
中
四
国
地
区
支
部
代
表

 

佐
々
木
諦
道

・
寺
院
活
動
に
お
け
る
野
外
・
自
然
活
動
の
活
用

　
　

布
教
師
会
九
州
地
区
支
部
代
表 

硯
川
眞
旬

▽
第
三
部
会
（
八
日
）

・『
時
局
伝
道
教
化
資
料
』
に
見
る
布
教
方
針
に

つ
い
て
①

 
 

総
合
研
究
所
　

後
藤
真
法

・『
時
局
伝
道
教
化
資
料
』
に
見
る
布
教
方
針
に

つ
い
て
②

 
 

　

総
合
研
究
所
　

八
木
英
哉

・『
時
局
伝
道
教
化
資
料
』
に
見
る
布
教
方
針
に

つ
い
て
③

 

総
合
研
究
所
　

宮
入
良
光

・
興
亜
同
願
念
仏
に
つ
い
て
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布
教
師
会
東
海
地
区
支
部
代
表
　

加
藤
良
光

・
興
学
会
と
浄
土
教
報
社
、
継
志
会
の
消
息

 

教
学
院
　

三
輪
晴
雄

・
教
団
組
織
の
あ
り
方
①
　

講
組
織
を
理
想
と
す

る
教
団
づ
く
り

 

教
学
院
　

横
井
照
典

・
江
戸
末
期
に
お
け
る
布
教
活
動
の
方
法
　

に
つ

い
て
の
一
考
察

　

│
行
化
伝
を
中
心
と
し
て
│

 
 

教
学
院
　

吉
水
英
喜

・
生
誕
地
よ
り
見
た
良
忠
上
人
伝
（
石
見
　

帰
郷

と
二
祖
師
事
に
つ
い
て
）

 
 

教
学
院
　

田
原
聖
朗

・
在
阿
法
師
に
つ
い
て
（
Ⅲ
）

 
 

布
教
師
会
　

佐
藤
晴
輝

▽
第
四
部
会
（
七
日
）

・『
大
日
比
三
師
講
説
集
』
に
つ
い
て

 
 

教
学
院
　

高
橋
昌
彦

・
了
慧
『
無
量
寿
経
鈔
』
の
引
用
文
献
に
つ
い
て

 

教
学
院
　

曽
和
義
宏

・
念
仏
獨
湛
に
つ
い
て
　

│
そ
の
Ⅲ
│

 

教
学
院
　

田
中
芳
道

・
源
氏
物
語
と
仏
教

 

教
学
院
　

魚
尾
孝
久

・
彼
岸
会
の
研
究

 

教
学
院
　

安
達
俊
英

・
浄
土
表
現
の
再
考

　

│
荘
厳
の
基
底
用
件
│

 

教
学
院
　

神
居
文
彰

・
遺
族
に
お
け
る
法
事
の
心
理
的
役
割
の
検
討
　

│
法
事
は
悲
し
み
を
癒
す
か
│

 

教
学
院
　

井
上
広
法

▽
第
四
部
会
（
八
日
）

・
近
代
浄
土
宗
教
育
史
研
究
に
関
す
る
一
考
察

 

教
学
院
　

齋
藤
知
明

・「
啓
蒙
」
と
「
教
化
」
の
日
本
近
代
仏
教
　

│

研
究
方
法
に
関
す
る
一
試
論
│

 

教
学
院
　

江
島
尚
俊

・
明
治
期
の
僧
侶
戒
名
に
残
る
教
導
職
名
に
つ
い

て

 
 

布
教
師
会
　

堤
　

康
雄

・
再
生
医
療
の
倫
理
的
問
題
点

 
 

総
合
研
究
所
　

今
岡
達
雄

・
改
正
臓
器
移
植
法
の
問
題
点

 
総
合
研
究
所
　

坂
上
雅
翁

・
生
命
倫
理
の
諸
問
題
に
対
す
る
宗
教
界
お
よ
び

浄
土
宗
の
対
応

 
 

総
合
研
究
所
　

吉
田
淳
雄

・
脳
死
・
臓
器
移
植
問
題
と
教
団
の
今
後
の
課
題

 
 

教
学
院
　

佐
藤
雅
彦

・
日
本
と
海
外
に
お
け
る
仏
教
的
終
末
期
ケ
ア
の

事
例
研
究

 

総
合
研
究
所
　

ジ
ョ
ナ
サ
ン
　

ワ
ッ
ツ

・
死
の
プ
ロ
セ
ス
に
寄
り
添
う
　

〜
看
取
り
〜
葬

儀
〜
年
回
法
要

 
 

総
合
研
究
所
　

戸
松
義
晴

▽
第
五
部
会
（
七
日
）

・
十
阿
義
聞
の
食
作
法
註
釈
に
つ
い
て

　

法
師

 
 

教
師
会
　

八
橋
秀
法

・
法
要
儀
式
と
し
て
の
『
知
恩
講
私
記
』
私
考

 
 

教
学
院
　

伊
藤
正
芳

・
法
式
資
料
（
二
）

 
 

  

法
式
教
師
会
　

板
倉
宏
昌

・
浄
土
宗
法
式
雑
考
㉓

 
 

　

総
合
研
究
所
　

清
水
秀
浩

・
祭
文
の
研
究
　

│
祭
文
語
り
の
伝
承
│

 
 

教
学
院
　

加
藤
善
也

・
堀
井
慶
我
上
人
　

そ
の
思
想
と
行
動

 
 

総
合
研
究
所
　

西
城
宗
隆

・
葬
儀
考
②

 

総
合
研
究
所
　

熊
井
康
雄

▽
第
五
部
会
（
八
日
）

・
浄
土
宗
に
お
け
る
授
戒
会
に
つ
い
て
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総
合
研
究
所
　

井
野
周
隆

・
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム

 

教
学
院
　

小
川
慈
祐

・
蕪
村
を
育
む
母
の
愛

 
 

教
学
院
　

梅
田
慈
弘
・「
仏
教
福
祉
」
述
語
整

理
上
の
問
題
点
②

　

│
水
谷
幸
正
氏
所
説
「
仏
教
即
福
祉
」
は
排
さ

れ
る
べ
き
概
念
か
？
│

 
 

　

総
合
研
究
所
　

上
田
千
年

・
日
課
念
佛
三
万
遍
以
上
こ
そ
真
の
報
恩
謝
徳

 
 

教
学
院
　

大
田
弘
光

・「
念
佛
往
生
」
を
決
定
づ
け
る
も
の
は
何
か

 
 

教
学
院
　

成
田
勝
美

・
奇
妙
な
法
然
の
話

 
 

教
学
院
　

法
山
直
然

・
浄
土
教
の
現
代
的
教
学
の
確
立

 
 

教
学
院
　

髙
橋
清
海

・
極
楽
浄
土
に
そ
よ
ぐ
風
　

│
布
施
・
贈
答
考
序

説
│

 
 

布
教
師
会
　

石
川
　

三
雄

▽
第
六
部
会
（
八
日
）

・
浄
土
宗
祖
師
の
教
説
と
福
祉
思
想
②
　

法
然

 
 

総
合
研
究
所
　

曽
根
宣
雄

・
浄
土
宗
祖
師
の
教
説
と
福
祉
思
想
③
　

聖
光

 

総
合
研
究
所
　

郡
嶋
昭
示

・
浄
土
宗
祖
師
の
教
説
と
福
祉
思
想
④
　

良
忠

 
 

総
合
研
究
所
　

永
田
真
隆

・
浄
土
宗
祖
師
の
教
説
と
福
祉
思
想
⑤
　

聖
冏

 
 

総
合
研
究
所
　

吉
水
岳
彦

・
仏
教
者
の
路
上
生
活
者
支
援
に
お
け
る
現
状
と

課
題

 
 

教
学
院
　

高
瀬
顕
功

▽
第
六
部
会
（
九
日
）

・
浄
土
宗
侶
の
徳
川
物
語
に
つ
い
て

 
 

教
学
院
　

石
川
達
也

・
元
禄
年
代
の
津
軽
・
南
部
領
に
来
訪
し
た
廻

国
、
開
帳
、
説
法
、
勧
進

 
 

教
学
院
　

遠
藤
聡
明

・
臨
終
行
儀
か
ら
学
ぶ
「
よ
り
そ
う
」
こ
と
の
　

意
味
に
つ
い
て

 
 

教
学
院
　

野
田
隆
生

・
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
る
葬
祭
の
問
題
と
課
題
①

 
 

総
合
研
究
所
　

名
和
清
隆

・
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
る
葬
祭
の
問
題
と
課
題
②

 　

 

総
合
研
究
所
　

大
蔵
健
司

・
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
る
葬
祭
の
問
題
と
課
題
③

 
 

総
合
研
究
所
　

武
田
道
生

・
仏
教
と
科
学
　

│
研
究
方
法
と
そ
の
意
義
│

 
 

総
合
研
究
所
　

石
田
一
裕

・
自
然
科
学
の
勉
強
を
し
ま
し
ょ
う

 

総
合
研
究
所
　

佐
藤
堅
正

＊
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
）
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平
成
22年

度
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
　
於
佛
教
大
学
　
平
成
22年

9月
7日
～
8日
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編
集
後
記

▽
『『
佛
教
論
叢
』
五
十
五
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
本
誌
は
平
成
二
十
二
年
度
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
の
紀

要
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。
本
宗
に
お
け
る
最
近
の
研
究
成
果
集
成
の
一
つ
と
し
て
、
是
非
ご
一
読

い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
甚
で
す
。

▽
宗
祖
法
然
上
人
八
〇
〇
年
大
遠
忌
を
来
年
に
控
え
、
基
調
講
演
に
中
井
眞
孝
先
生
よ
り
「『
法
然
上
人
伝
』

に
つ
い
て
」
と
題
し
て
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

▽
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
野
村
恒
道
先
生
、
善
裕
昭
先
生
、
大
澤
亮
我
先
生
、
粂
原
恒
久
先
生
（
以
上
、
パ
ネ

ラ
ー
　

順
不
同
）、
中
野
正
明
先
生
（
司
会
）
の
も
と
「
法
然
上
人
伝
に
つ
い
て
」
の
題
目
に
て
闊
達
な
論

議
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

▽
本
誌
収
録
の
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
つ
き
ま
し
て
、
質
問
内
容
等
を
一
部
編
集
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
ま
た
、
質
問
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
方
も
〝
質
問
者
〞
に
て
統
一
い
た
し
ま
し
た
。

▽
大
会
運
営
に
関
し
て
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
た
。
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▽
基
調
講
演
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
先
生
方
、
ま
た
数
多
く
先
生
方
の
研
究
発
表
に
て
本
年
度
も
盛
会
に
な
り

ま
し
た
こ
と
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
ご
参
集
い
た
だ
き
ま
し
た
諸
大
徳
に
も
深
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
今
後
も
本
誌
を
通
じ
て
、
一
宗
興
隆
の
一
助
と
な
る
べ
く
尽
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま

す
。 
（
Ｓ
Ｕ
記
）
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る。cf. ANA. x, 208 （Vol.v p.77.16-21） ; ANT
4

. x, 208 （VRI： Vol.iii pp.331.17-
332.2）

 　また、AN. x, 208 では慈心解脱を修することによって不還（anāgata）が
得られるとするが、これを四向四果のうちの不還果と同一視するには問題が
ある（cf. 藤田宏達 [1959]）。尚、注釈 ANA. x, 208 も、「不還（anāgamitā）」
を「定不還（jhānānāgāmitā）」とし、特殊な理解を示している。

７　〈上位に属する業〉とは、色界・無色界の業のことで、四無量心はこのう
ちの色界業にあたる。cf. DNA. 13 （Vol.ii p.406.9） ; Jā. 169 （vol.ii p.62.11-21）

８　DNA. 13 （Vol.ii p.406.9）
９　Jā. 169 （Vol.ii p.62.11-21）
10　別本に従えば「まさに、その二種が」となる。
11　別本に従えば「ゴマ粒」となる。
12　cf. DNT

4

. 13 （Vol.i p.526.4-7）
13　この結論は、原實 [2000： p.34.10-13] が四無量心の効力について、限定的

で解除され得るものであると指摘するのと一致する。
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 KhpA. Khuddakapāt
4

ha-Att
44

hakathā （Paramatthajotikā I）. PTS
 MN. Majjhima-Nikāya. PTS
 SN. Sam

4

yutta-Nikāya. PTS
 SNT

4

. Sam
4

yuttanikāya-T
4

īkā （Līnatthappakāsinī）. VRI
 SnA. Suttanipāta-Att

44

hakathā （Paramatthajotikā II）. PTS
 TheragA. Theragātha-Att

44

hakathā （Paramatthadīpanī V）. PTS
 Vis. Visuddhimagga. PTS

先行研究略号
La Vallée Poussin[1927]　La morale bouddhique. Paris
榎本文雄 [1989]　「初期仏教における業の消滅」. 『日本仏教学会年報』54. 

pp.1-13（L）
片山一良 [2007]　「四梵住 ―仏の無量心―」. 『日本仏教学会年報』72. pp.179-

194（L）
原實 [2000] 　「慈心力」. 『国際仏教学大学院大学研究紀要』3. pp.9-47（L）
藤田宏達 [1959]　「四沙門果の成立について」. 『印度学仏教学研究』14. pp.69-

78
水野弘元 [1964]　『仏教の心識論』, ピタカ, 1978 改訂版（1964 初版）

１　これを端的に説く資料として、TheragA. 80 （Vol.i p.185.6-10） ; SNT
4

. 35, 
145 （VRI： Vol.ii p.33.21-22） ; SnA　235 = KhpA. （p.194.23-32）などがある。
無漏業による業滅については別に論じる用意があるので、ここでは触れない。

２　= MNA. 99 （Vol.iii p.450.7-9）; SNA. 42, ８ （Vol.iii p.105.26-28）
３　水野弘元 [1964： pp.919-940]
４　Jā. 169 （Vol.ii p.62.9-10）：「無量に利益する心が」とは、「無量になして、

修習され、あらゆる衆生を利益する心」のことである。
５　無量無量所縁（appamān

4

am
4

 appamān
4

āramman
4

am
4

）とは、所縁のありか
たを四つに分別したうちの一つ。cf. Dhs. （pp.37.28-38.26）

６　榎本文雄 [1989： p.4.15-21] は、四無量心の修習による業果の先取りが AN. 
x, 208 において説かれていると指摘する。しかし上座部註釈は、Jā. 169 の
註釈と同趣旨を述べており、先取りをしているとは理解していないようであ
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しまい、色界・無色界の業だけが異熟をなして天界に生まれることができる
としている。これとほぼ同じ内容が、業の優先順位を規定する重業（garuka）
の解説部分からも得られる。
　しかし、色界・無色界の業によって欲界の業が排けられ、異熟の機会が得ら
れずあるのは、「禅定が獲得され不退の間」12 などと条件が付されているので、
禅定から退くなどすれば、再び欲界の業は異熟する可能性を残していると考え
られる 13。
　出世間の無漏業による業滅は、煩悩を断つことによって業を無異熟化して来
世の結生をなせなくし、輪廻を断ち切るものであるが、四無量心による業滅は、
より良い来世を獲得するという点で輪廻を肯定的にとらえている所に大きな違
いがある。このように上座部では〈無漏業による業滅〉と〈有漏業による業
滅〉とが峻別されて理解されている。

凡例
 ● パーリ文献は、基本的に PTS 版を底本としている。ティーカー（T

4

.）な
ど PTS から未出版のものは、第六結集版（VRI： Vipassana Research 
Institute 版）を底本とし、VRI と記した。

 ● 訳出における改行・段落分けなどは、底本にこだわらず、適時変更してい
る。

 ● 一重線のアンダーラインは、〈引用元―註釈資料〉間の引用関係を表す。
二重線のアンダーラインは、〈註釈資料―複註資料〉間の引用関係を表す。

　
略号一覧

 AN. An4guttara-Nikāya. PTS
 ANA. An4guttaranikāya-Att

44

hakathā （Manorathapūran
4

ī）. PTS
 ANT

4

. An4guttaranikāya-T
4

īkā （Sāratthamañjūsā）. VRI
 DN. Dīgha-Nikāya. PTS
 DNA. Dīghanikāya-Att

44

hakathā （Suman
4

galavilāsinī）. PTS
 DNT

4

. Dīghanikāya-T
4

īkā （Līnatthappakāsinī）. PTS
 Jā. Jātaka. PTS
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位に属する業（mahaggatakamma）〉とされていることである。前節で見てき
たように、上座部の註釈家は、四無量心によって得られる業を〈上位に属する
業〉としている。この〈上位に属する業〉は、色界・無色界の業のことを指し
ており８、四無量心もこの内の色界の業に含まれる９。さらに、重業について、
ブッダゴーサは次のようにも述べている。

ANA. iii, 33 （Vol.ii p.212.3-11）：
ところで、善・不善の重・非重の中で、重いものが重業（garuka）と呼
ばれる。それは、善の側では上位に属する業（mahaggatakamma）であ
り、不善の側では五無間業であると知られるべきである。それがあるなら
ば、残りの善あるいは〔残りの〕不善は、異熟することができない。この
ように、その二種（善・不善の重業）が 10、結生を与える。あたかも、豆
粒 11 ほどの大きさの小石や鉄球でも、湖に投げ込まれれば、水面に浮上
することが出来ず、下へ沈む。同様に、善の中でも不善の中でも、重業

（garuka）だけが捉えて行く。

　ここにおいても、重業は他の業よりも優先的に異熟して、他の業は異熟を起
こすことが出来ないと述べられている。したがって、ここで述べられている業
の異熟の優先順位に関する記述は、前節でみた四無量心の修習による〈上位に
属する業〉が、欲界の業を排けて、優先的に異熟を起こすという内容と一致す
ることが解る。

第四節　結

　以上、四無量心による業滅について検討し、有漏業による業滅が上座部にお
いてどのように理解されていたかについて扱った。
　四無量心の修習は、禅定と深い関わりがあり、色界業とされる。これら禅定
などによって生み出された色界・無色界の業は、欲界の業を排けて、自らが優
先的に異熟することができる、と考えていたようである。すなわち、既に悪業
を積んでいても、後にそれよりも威力の強い色界・無色界の業を積めば、それ
らより相対的に威力の弱い悪業は阻害されて異熟をなすことができなくなって
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れた水流の譬えによって同趣旨の説明をしている６。

（c）　小結
　以上、四無量心による業滅が説かれる経典と、その註釈を検討した。
　色界業である四無量心の修習は、欲界業と比べ〈上位に属する業〉７である
ので、欲界業を排け、自らが優先的に異熟して、より良い来世を引くとされて
いる。しかし、業滅の期間について「禅定が獲得され不退の間」と限定されて
いるので、禅定から退くなどすれば効力も消える可能性を残していると考えら
れる。

第三節　重業（garuka）の定義

　続いて本節は、業の異熟の優先順位に関する上座部の教義を検討し、第二節
の結論を補強する。多くの悪業善業を積んだ場合、どのような業の異熟が優先
して来世を引き起こすのかについて、Vis. は次のように述べている。

Vis. （p.601.15-25）：
さらに、重（garuka）・多（bahula）・近（āsanna）・已作（kat

4

attā）の四
種の業がある。
ⅰそのなかで、善あるいは不善があろうとも、重と非重の中では、母殺
しなどの業、あるいは上位に属する業（mahaggatakamma）といった重

（garuka）が第一に異熟する。ⅱ同様に、多と僅の中では、善性であれ悪
性であれ多（bahula）が第一に異熟する。ⅲ近（āsanna）とは、死時に
随念された業である。実に死時に近い者が随念することのできた所のそれ

（業）によって、彼は生まれる。ⅳしかし、これら三つを離れて再三再四
得られた習行が、已作（kat

4

attā）業と呼ばれる。これら〔重（garuka）・
多（bahula）・近（āsanna）の三業〕が存在しないならば、それ（已作
業）は結生を引く。

　すなわち、重大な業や、多くなされた業などは、そうでない業と比べて優先
的に異熟を起こすことが述べられている。ここで問題となるのは、重業が〈上
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うことである。

　色界・無色界の業は、欲界の業の異熟を妨げて、自らの異熟を優先的に起こ
すと解釈している。ただし、それは上位に属する禅定が獲得され不退の間に限
られる、としている。

（b）　Jā. 169 & AN. x, 208
　Jā. 169 と AN. x, 208 の註釈は、二つとも水流の譬えによって四無量心によ
る業滅を説明している。ここでは、次のように述べられている。
　

Jā. 169 （Vol.ii p.61.25-28）：
「無量の慈心によって、上にも、下にも、横にも、遍くすべての世間を憐
れむ。無量に利益する心が４、満たされ、よく修習される。有量の業は、
そこに留まらない」

　
　問題となる部分について註釈は、次のようにある。

Jā. 169 （vol.ii p.62.11-21）：
「有量の業」とは、〈無量無量所縁〉５とこのような所縁の際限についても、
また自在力を得ることについても、増大させずに為された、限りある欲界
の業のことである。「そこに留まらない」とは、「その僅かな業は、〈無量
に利益する心〉と呼ばれる色界業において留まらない」のことである。あ
たかも、大水流に飲み込まれた僅かな水が、水流の中で、それに支配され
ないまま、残らず留まらない。そこで大水流は、それを鎮伏させて、留ま
る。このようにまさにその僅かな業は、その上位に属する業の中で、その
上位に属する業によって奪われ、異熟の機会を得られずにあって、残らず、
留まらず、自らの異熟を与えることができない。そこで上位に属する業は、
それを飲み込んで留まり、異熟を与える。

　ここでも四無量心による上位に属する業は、欲界の業よりも優先的に異熟す
ることが述べられている。また、AN. x, 208 の註釈も、Jā. 169 の註釈で見ら
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DNA. 13 （Vol.ii p.406.7-12）：
「有量の業」について言えば、有量の業というのは、欲界のものが言われ
ている。無量の業というのは、色界・無色界のものが言われている。なぜ
なら、それは、量を超えて、限定・非限定に諸方を満たすことによって、
増大させて為されたので、無量と言われるのである。

　有量の業とは欲界の業であり、無量の業とは色界・無色界の業であると示さ
れている。また無量の業とは、ここでは四無量心の修習のことが言われている。
したがって、出世間の無漏業による業滅とは異なり、〈四無量心による業滅〉
とは、世間の有漏業によって業滅を起こすことになる。
　次に、業が残らず留まらないとは、何を意味するのかについて次のように註
釈している。
　

DNA. 13 （Vol.ii p.406.12-21）：
「そこに残存せず、そこに留まりません」とは、「その欲界の業が、その色
界・無色界の業のうちに残らず、存在しない」ということである。何が言
われているのか。その欲界の業は、その色・無色界の業の間に結びついた
り留まることが、色・無色界の業を満たし、占めて、自らの機会を得て止
住することができない。実にそこで、あたかも大洪水が少量の水に対する
ように、色・無色界の業が欲界〔の業〕を満たし、占めて、自らの機会を
得て止住する。それの異熟を排けて、己のみ、梵天との共住に導く。

　すなわち、欲界の業は、色界・無色界の業によって阻害されて、異熟するこ
とができないとしている。逆に、色界・無色界の業は、欲界の業を阻害して、
自らが優先的に異熟することができると考えられている。これについてダンマ
パーラによる複註も、次のように述べて同様の理解を示している。
　

DNT
4

. 13 （Vol.i p.526.4-7）：
「残らず、存在しない」とは、「欲界の業が為され積まれても、上位に属す
る禅定が獲得されたまま不退である間、それ（欲界の業）は制され排けら
れ、自ら残存して結生を与えることができる状態にあるのではない」とい
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他に四無量心と関係している資料として AN. iii, 99 を挙げるが、ここには
appamān

4

avihārī という語があるのみで、四無量心が出てくるわけではなく、
また後世の註釈者も四無量心とは関連させて理解していないので、本稿では扱
わない。

（a）　DN. 13 & MN. 99 & SN. 42, ８
　DN. 13 （Vol.i pp.250.32-251.8）; MN. 99 （Vol.ii p.207.15-22）; SN. 42, 8 （Vol.
iv p.322.2-14）における四無量心の記述は、ほぼ同内容であり、ブッダゴーサ
やダンマパーラによる註釈も同内容を伝えているので、ここで一緒に扱う。四
無量心の修習について、DN. 13 には次のように説かれている。

DN. 13 （Vol.i pp.250.32-251.8）： 
彼は、慈をともなった心によって一つの方向を満たして [251] 住します。
…略…
ヴァーセッタよ、あたかも力ある法螺貝吹きが容易に四方に知らせるよう
に、ヴァーセッタよ、このように慈心解脱が修習されれば、有量の業がそ
こに残存せず、そこに留まりません。

　四無量心の修習によって有量の業（pamān
4

akatam
4

 kammam
4

）が無くなると
説かれている。まず、慈心解脱について、注釈は次のように述べる。

DNA. 13 （Vol.ii p.406.5-7）2：
「慈心解脱」とは、ここでは「慈」と言われた場合は、近分〔定〕も安止
〔定〕もあてはまる。「心解脱」と言われた場合は、安止〔定〕だけがあて
はまる。

　慈心解脱を、安止定と理解している。安止定とは、有漏世間の禅定作用の状
態の一つであり、無漏出世間の聖道作用とは異なるものである３。続いて有量
の業（pamān

4

akatam
4

 kammam
4

）について、次のように注釈している。
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第一節　問題の所在

　本稿は、〈四無量心による業滅〉から、上座部における業滅思想を検討する。
慈・悲・喜・捨の四無量心の修習によって業が消滅するという用例は、La 
Vallée Poussin [1927] ; 榎本文雄 [1989] らによって力説された。特に、榎本文
雄 [1989] は、四無量心の修習による業滅を軸にして、初期仏教における業滅
思想の展開を論じている。また片山一良 [2007： p.24.10-16] は、上座部の註釈
資料を検討して、四無量心が世間的なものであって出世間のものではないこと
を指摘している。
　これら先行研究から次のような問題点を得ることができる。すなわち、後世
のアビダンマの教理を適用すると、世間的なものである〈有漏業による業滅〉
と、出世間的なものである〈無漏業による業滅〉とは、業滅の種類が全く異な
るのではないか、という疑問である。
　なぜならば、上座部アビダンマの修道論において重要となる業滅は、聖者と
なり煩悩が断たれることによって、業が異熟（結生 or 異熟輪転）を起こす能
力を失うことを言う１。ところが、有漏業である四無量心は輪廻の原因となる
ので、出世間業による業滅と同列に扱うことができない。従って、四無量心が
説かれる初期経典の註釈文献を検討し、有漏業による業滅の構造を探る。

第二節　四無量心に関する註釈文献の検討

　「四無量心の修習によって、これまでに積んだ業が消滅して、天界に再
生できる」といった用例が見いだせる経典として、DN. 13; MN. 99 ; SN. 
42, ８ ; AN. x, 208 ; Jā. 169 の五経が見いだせる。榎本文雄 [1989] は、この

有漏業による業滅
―四無量心に関する上座部註釈文献を通して―

清　水　俊　史
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寿経』に述べられる阿弥陀仏の寿量は、無量である。

4. まとめ

　以上、第二節で見たように、〈無量寿経〉では、阿弥陀仏の寿量を、永遠・
無終と規定することはない。後期無量寿経の『如来会』、梵本で積極的に「無
辺」とは表現されても、「終無有般泥洹時」という表現を用いることはないの
である。〈無量寿経〉で規定される阿弥陀仏の寿量の表現は、最も短い場合を
示して、それ以上であることを示すものであり、初期無量寿経はそこに更に上
限を設定することにより阿弥陀仏の永遠性を否認することになり、他方で後期
無量寿経では上限を設定しないことによって阿弥陀仏の永遠性を認める余地を
残したものとなっている。更に『如来会』、特に梵本では積極的に無辺である
ことを述べた上に amitāyus という呼称を示すことによって、寿命の永遠性を
示している可能性がある。
　他方、第三節で見たように、漢訳語としての「無量寿」が必ずしも寿命の永
遠性を含意しているとは認めがたい。
　この二点から見ると、『無量寿経』の想定する阿弥陀仏の寿量は、長遠であ
るけれども終わりがある有限なものと、終りのない永遠なものという、両者の
理解が共に成り立つものであろう。『大阿弥陀経』『平等覚経』の立場から見る
なら、阿弥陀仏を般涅槃する仏とみなして寿量を有限とする読み方が可能とな
り、『如来会』、梵本の立場から見るなら、寿量に永遠性を認める読み方となる
のである。

＊1 藤田宏達『浄土三部経の研究』p.265。2007 年、岩波書店。
＊2 藤田前掲書 p.292。
＊3 1984 年、永田文昌堂。
＊4 藤田宏達訳『梵文和訳　無量寿経・阿弥陀経』法蔵館、1975 年。
＊5 藤田宏達『原始浄土思想の研究』p.314。



─ 28 ─

寿経』に述べられる阿弥陀仏の寿量は、無量である。

4. まとめ

　以上、第二節で見たように、〈無量寿経〉では、阿弥陀仏の寿量を、永遠・
無終と規定することはない。後期無量寿経の『如来会』、梵本で積極的に「無
辺」とは表現されても、「終無有般泥洹時」という表現を用いることはないの
である。〈無量寿経〉で規定される阿弥陀仏の寿量の表現は、最も短い場合を
示して、それ以上であることを示すものであり、初期無量寿経はそこに更に上
限を設定することにより阿弥陀仏の永遠性を否認することになり、他方で後期
無量寿経では上限を設定しないことによって阿弥陀仏の永遠性を認める余地を
残したものとなっている。更に『如来会』、特に梵本では積極的に無辺である
ことを述べた上に amitāyus という呼称を示すことによって、寿命の永遠性を
示している可能性がある。
　他方、第三節で見たように、漢訳語としての「無量寿」が必ずしも寿命の永
遠性を含意しているとは認めがたい。
　この二点から見ると、『無量寿経』の想定する阿弥陀仏の寿量は、長遠であ
るけれども終わりがある有限なものと、終りのない永遠なものという、両者の
理解が共に成り立つものであろう。『大阿弥陀経』『平等覚経』の立場から見る
なら、阿弥陀仏を般涅槃する仏とみなして寿量を有限とする読み方が可能とな
り、『如来会』、梵本の立場から見るなら、寿量に永遠性を認める読み方となる
のである。

＊1 藤田宏達『浄土三部経の研究』p.265。2007 年、岩波書店。
＊2 藤田前掲書 p.292。
＊3 1984 年、永田文昌堂。
＊4 藤田宏達訳『梵文和訳　無量寿経・阿弥陀経』法蔵館、1975 年。
＊5 藤田宏達『原始浄土思想の研究』p.314。



─ 27 ─

ないものの、aparimita を用い、それを amitāyus と呼ぶ根拠として用いてい
る。このように梵本で阿弥陀仏の寿命の永遠性を表現する仏名として用いら
れた amitāyus（無量寿）が、『無量寿経』で用いられているということになる。
それでは「無量寿」という呼称は、阿弥陀仏の寿命の永遠性を保証するものな
のであろうか。
3. 1. 『悲華経』の場合
　漢訳語としての「無量寿」は必ずしも阿弥陀仏の寿命の永遠性を保証はしな
い。『悲華経』には無量寿仏が登場し、その般涅槃を説く。粗筋は『大阿弥陀
経』（309a-）、『観世音菩薩授記経』（大正 12 巻 356-357）と類似したものであ
り、無量寿仏の入滅後観世音菩薩が補処するというものである。
その無量寿仏の入滅について述べる箇所では、

善男子。無量壽佛般涅槃已。第二恒河沙等阿僧祇劫後分。初夜分中正法滅
盡（大正３巻 186a）。

とあって、無量寿仏が般涅槃するとされる。従って「無量寿」という漢訳語が
阿弥陀仏の寿命の永遠性を示すとは限らない。なお、梵本では阿弥陀仏の呼称
として amitāyus が用いられるが、この箇所のみは amitābha が用いられてい
て、般涅槃する仏に amitāyus を用いないという意図が見られる＊5。
3. 2. 無量が無終を意味しない例
　また、「無量」という語が寿量について用いられた場合でも、それが永遠性
を意味しない場合がある。例えば、

經無量歳。爾乃命終還墮地獄（『大方等大集経』大正 13 巻 236a）。
壽命雖無量要必有終盡（南本『大般涅槃経』大正 12 巻 612c）

であって、このように、寿命が無量であっても必ず終尽がある、という表現が
成り立つ。
　それでは「無量」とは何を意味するのであろうか。『無量寿経』の阿弥陀仏
の寿量の表現は、声聞縁覚が知ることができる範囲という譬類では知ることが
できないとするものであり、「算数譬喩」で知ることができないとされるもの
であった。そのような寿量の仏を「無量寿仏」と表現しているのである。真
諦訳『摂大乗論釈』巻八に「無量」について「不可以譬類得知爲無量（大正
31 巻 209a）」とする定義がある。譬類によって知ることができないことを「無
量」というとするものであって、その意味で無量寿というのであれば、『無量
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これは寿量の下限となる。成就文では、仏だけが知ることができるという例外
を設け、更に般涅槃するとして、その上限も設定する。寿量が非常に長いとは
するものの、永遠性は明確に否定される。
⑵　『無量寿経』では、願文では、寿量が限定できないようにしたい、としな
がらも、そこに百千億那由他劫という制限を設ける。仮にこれより長い寿量で
あれば、この願の規定には抵触しないことになる。成就文では寿量の限定の根
拠を声聞縁覚による不可知性に求め、かつ、算数・譬喩で知ることができない
として、不可知性自体に限定を加える。やはり寿量は非常に長いとされるもの
の、あくまでも不可知性の範囲でのことであり、永遠性が排除される可能性は
否定できない。
⑶　『如来会』では、願文では『無量寿経』と同様に寿量の下限が設定される
のみであり、それ以上であれば寿量がどれだけであっても願文には抵触しない。
一方成就文では、寿量の不可知性に制限を設ける記述はなく、「無辺」である
と、積極的に表現する。このことによって阿弥陀仏の寿命の永遠性を認める余
地が生ずる。
⑷　『荘厳経』には、寿命に関して対応する記述はない。
⑸　梵本、チベット語訳では、願文は『無量寿経』や『如来会』と同様である
が、成就文では寿量の不可知性に制限を設定せず、aparimita、aparyanta と
表現し、そのことを amitāyus（無量寿）という呼称の根拠とする。阿弥陀仏
の寿命の永遠性を「無量寿」と表現していると理解することができよう。
　このように、阿弥陀仏の寿量に対するとらえ方は〈無量寿経〉諸本の間で変
化しており、特に『無量寿経』における寿量の範囲が確定しにくい。

3. 無量寿仏という呼称と般涅槃

　ところで、「アミターユスは寿命の永遠性（時間的無限性）」を表すとされ
るが、阿弥陀仏の寿量について「無量」「無量寿」とする表現は、『大阿弥陀
経』では見られない。無数・無央数・無極といった表現が散見される程度であ
る。『平等覚経』も同様であるが、仏名に無量清浄覚を用いることから、無量
という表現が多数見られることになる。『無量寿経』でも寿量について無量と
いう表現は用いられず、仏名として「無量寿」が用いられるのみである。一
方、『如来会』では、寿量を「無量無辺」と表現し、また梵本でも amita では
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2. 6. 2. 成就文
a p a r i m i t a m4  c ā n a n d a  t a s y a  b h a g a v a t o  ʼ m i t ā b h a s y a 
tathāgatasyāyus

4

pramān
4

am4 , yasya na sukaram4  pramān
4

am adhigantum 
; iyanti vā kalpā, iyanti vā kalpaśatāni, iyanti vā kalpasahasrān

4

i, iyanti 
vā kalpaśatasahasrān

4

i, iyatyo vā kalpakot
4

ya, iyanti vā kalpakot
4

īśatāni, 
iyanti vā kalpakot

4

īsahasrān
4

i, iyanti vā kalpakot
4

īśatasahasrān
4

i, iyanti vā 
kalpakot

4

īnayutaśatasahasrān
4

īti. atha tarhy ānandāparimitam eva tasya 
bhagavata āyus

4

pramān
4

am aparyantam. tena sa tathāgato ʼmitāyur ity 
ucyate.（14-a）
また、アーナンダよ、かの世尊アミターバ如来の寿命の量は無量であり、

〈〔その寿命の量は〕これほどの劫、あるいはこれほど百の劫、あるいはこ
れほど千の劫、あるいはこれほど十万の劫、あるいはこれほど千万の劫、
あるいはこれほど百・千万の劫、あるいはこれほど千・千万の劫、あるい
はこれほど十万・千万の劫、あるいはこれほど十万・百万・千万の劫であ
る〉といって、その量を知ることは容易ではない。そういうことで、アー
ナンダよ、かの世尊の寿命の量はまさしく無量であり、無際限である。そ
れゆえに、かの如来はアミターユス（無量の寿命をもつ者）と呼ばれる

（藤田訳 p.88）。
『如来会』の成就文に寿量の下限を示す劫の数を加えた内容であり、願文の下
限を不可知性と結びつけたものとなっている。そのことを無量（aparimita）
無辺（aparyanta）と表現し、amitāyus（無量寿）という呼称の根拠としてい
る。『如来会』と同様、阿弥陀仏の寿量の下限は示しても上限については触れ
ず、不可知性への限定も加えない一方で「無辺」という積極的に無絡性を示す
表現を用いる。そしてそれを無量寿という呼称の根拠としているということは、

『如来会』が排除しなかった阿弥陀仏の寿命の永遠性を梵本では更に「無量寿」
と表現していると見ることができよう。
2. 7. 小結
　以上、〈無量寿経〉諸本で阿弥陀仏の寿量がどのように規定されているのか
を概観した。まとめると次のようになる。
⑴　『大阿弥陀経』『平等覚経』では、願文では辟支仏・阿羅漢がその寿量を数
えたとして知ることはできないと、寿量が不可知であることに制限を設ける。
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2. 4. 『如来会』
2. 4. 1. 願文

　『如来会』では第十三願であり、全文は以下のとおり。
若我成佛。壽量有限乃至倶胝那由他百千及算數劫者。不取菩提（93c）

『無量寿経』と同じ内容であって、寿量の下限を設定し、上限は設定しない。
2. 4. 2. 成就文

　『無量寿経』の成就文に見られる、『大阿弥陀経』『平等覚経』と共通する声
聞縁覚による不可知は述べず、ただ、

阿難。彼佛壽命無量無邊。不可知其劫數多少。聲聞菩薩及諸天人壽量亦爾。
（96a）

とのみ述べて、寿命が無量無辺であり、その劫数がどれだけであるかを知るこ
とができない、声聞菩薩諸天人の寿量も同様である、とする。寿量の不可知を
言うものの、『無量寿経』とは異なり、誰にとって不可知かは述べず、また不
可知となる手段を算数・譬喩に限定していない。そればかりか、「無辺（辺際
が無い）」という表現が用いられており、そうすると、『大阿弥陀経』『平等覚
経』では排除された阿弥陀仏の寿命の永遠性が『如来会』では一層、読み取り
やすくなる。
2. 5. 『荘厳経』
　寿命無量に関する対応個所なし。
2. 6. 梵本・チベット語訳
　梵本・チベット語訳はほぼ同じなので、梵本についてのみ検討する。

2. 6. 1. 願文
15. sacen me bhagavan bodhiprāptasyāyus

4

pramān
4

am4  paryantīkr
4

tyam4  
bhaved, antaśah

4

 kalpakot
4

īnayutaśatasahasragan
4

anayāpi, mā tāvad aham 
anuttarām4  samyaksam4 bodhim abhisam4 budhyeyam.（８-d）
もしも、世尊よ、わたくしが覚りを得たときに、たとえ十万・百万・千万
劫の数をもってしても、〔わたくしの〕寿命の量が限界に達するものとな
るようであるならば、その間は、わたくしは無上なる正等覚をさとりませ
ん。（藤田宏達訳 p.61＊4）

『無量寿経』『如来会』とほぼ同じ内容であり、寿量の下限を設定し、上限は設
定しない。
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『大阿弥陀経』とほぼ同様の内容であり、不可知性については、寿命の涯底を
知ることができないようにしたい、という表現となっている。

2. 2. 2. 成就文
　成就文（290b-291a）も『大阿弥陀経』とほぼ同じく、阿弥陀仏の寿量が長
遠であることを不可知性から主張し、例外として仏だけが知ることができると
し、更に般涅槃することを述べる。寿命が長遠であることは主張しながら、永
遠、無終であることは否認するのである。寿量の下限と上限の両者が設定され
ていることになる。
2. 3. 『無量寿経』

2. 3. 1 願文
『無量寿経』では第十三願であり、以下のとおり。

設我得佛。壽命有能限量。下至百千億那由他劫者。不取正覺（268b）
寿命について、最低でも百千億那由他劫と限量できるかぎり仏とならない、と
いう内容である。寿量が限定できないようにしたい、としながらも、その下限
を百千億那由他劫と規定する。従って、寿量が有限であっても百千億那由他劫
より長ければ、この願には抵触しない。

2. 3. 2. 成就文
　光明無量願の成就文に続いて、

佛語阿難。無量壽佛。壽命長久不可稱計。汝寧知乎。假使十方世界無量衆
生皆得人身。悉令成就聲聞縁覺。都共集會禪思一心竭其智力。於百千萬劫
悉共推算。計其壽命長遠劫數。不能窮盡知其限極。聲聞菩薩天人之衆。壽
命長短亦復如是。非算數譬喩所能知也。（270b）

と述べる。寿命が長久で、数えることができず、無量の衆生を声聞縁覚となし、
彼らに数えさせたとして、その寿命の長さを数えることができない、というも
のである。『大阿弥陀経』『平等覚経』と比べて簡潔ではあるが趣旨は同じであ
る。しかし、仏のみは知ることができるという例外、般涅槃することは述べな
い。従って、寿量の下限は設定されているが、上限は設定されていない。続け
て声聞菩薩天人たちの寿命の長さも同様であることを述べる。ただし、算数・
譬喩で知ることができない、と述べて、不可知性に限定を加えている。従って、
阿弥陀仏の寿量に関して、『大阿弥陀経』と同じく有限とする立場である可能
性と、永遠性を認める立場である可能性のいずれもが成立ち得る。
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言。明聽。悉令八方上下。諸無央數佛國中。諸天人民。蜎飛蠕動之類。皆
使得入道。悉令作辟支佛阿羅漢。共坐禪一心。都合其智慧爲一勇猛。共欲
計知阿彌陀佛壽命。幾千億萬劫歳數。皆無有能計知者。復令他方而各千須
彌山佛國中。諸天人民。蜎飛蠕動之類。皆復使得入道。悉令作辟支佛阿羅
漢。皆令坐禪一心。合其智慧爲一勇猛。共欲數阿彌陀佛國中。諸菩薩阿羅
漢。知有幾千億萬人。皆無有能知數者。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。

八方上下の諸仏国の諸天人民等を辟支仏、阿羅漢とし、彼らに数えさせてもそ
の寿量は知ることがきないという、願文にほぼ沿った内容であり、最後に仏だ
けが信知するのだ、という。このように、阿弥陀仏の寿量が甚だ長遠であり、
一見したところは、ほぼ無限であるように述べておきながら、

佛言。阿彌陀佛。至其然後。般泥洹者。其蓋樓亘菩薩。便當作佛。（以上、
308c-309a）

と、やがて阿弥陀仏が般涅槃し、蓋楼亘菩薩（観世音菩薩）が作仏することを
述べる。なお、この部分は上の「終無般泥洹時」と矛盾するようであるが、直
前の「尚未欲般泥洹」に限定されて、全体で「般涅槃しようとしない、（その
限り）般涅槃しない」という意味になると考えられるので、矛盾は無いと考え
る。
　以上のように、『大阿弥陀経』では、阿弥陀仏の寿量が長遠であることを、
その不可知性から主張する。ただし、例外として仏だけは知ることができると
した上で、更に般涅槃すると言うのであるから、寿量が永遠、無終であること
は否認することになる。すなわち、寿量の下限（辟支仏、声聞によっては不可
知）と上限（仏には可知、般涅槃する）の両者が設定されていることになる。
2. 2. 『平等覚経』

2. 2. 1. 願文
　『平等覚経』の壽命無量願は第十四願であり、以下のとおり。

十四我作佛時。令八方上下無數佛國諸天人民蠕動之類。令得縁一覺果證弟
子坐禪一心。欲共計知我年壽幾千萬億劫。令無能知壽涯底者。不爾者我不
作佛（281b）
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2. 1. 『大阿弥陀経』
2. 1. 1. 願文

　『大阿弥陀経』では第十九願が対応する。全文は以下のとおり。
第十九願。使某作佛時。令八方上下。無央數佛國。諸天人民。蜎飛蠕動之
類。皆令得人道。悉作辟支佛阿羅漢。皆坐禪一心。共欲計數。知我年壽。
幾千億萬劫歳數。皆令無有能極知壽者。得是願乃作佛。不得是願終不作佛

（302a）
　作仏した際の自身の寿量について、多くの衆生を辟支仏、阿羅漢とし、彼ら
に数えさせたとして、その寿量を知ることができないようにしたい、という内
容である。阿弥陀仏の寿量は、辟支仏・阿羅漢にとって不可知である、という
下限を設けていて、その上限は設定しない。

2. 1. 2. 「成就文」
　阿弥陀仏の光明の最尊性をのべた後、その寿量について言及する。まず、阿
弥陀仏の光明に暗くなることはなく、国土や諸天に壊敗する時がないとして、
その理由を阿弥陀仏の寿命が極長であるからとする。

阿彌陀佛光明。明無有極。却後無數劫。無數劫重復無數劫。無數劫無央數。
終無有當冥時。國土及諸天。終無壞敗時。所以者何。阿彌陀佛壽命極長。
國土甚好。故能爾耳。

続けて、
其佛尊壽。却後無數劫。重復無數劫。尚未央般泥洹也。

と述べて、無数劫を重ねても般涅槃することがないとする。続けて、八方上下
の諸仏国の諸天人民等を自国に往生させ、全てに泥洹之道を得させ、菩薩を皆
作仏させて、彼らが更に八方上下の諸天人民等を作仏させ……と往生得道作仏
を連鎖させることをいい、それでも、

轉相度脱。皆得泥洹之道悉如是。尚未欲般泥洹。阿彌陀佛所度脱。展轉如
是。復住止無數劫。無數劫不可復計劫。終無般泥洹時。

と述べて、阿弥陀仏は般涅槃しようとせず、無数劫を重ねてもついに般涅槃す
る時はない、という。このようにして、往生し、作仏するもの、阿羅漢となり
泥洹道を得るものは限りなくいることを述べた後、阿弥陀仏の寿量について阿
逸菩薩との対話を通して次のように述べる。

佛告阿逸菩薩。若欲知阿彌陀佛壽命無極時不。對曰。願皆欲聞知之。 佛
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1. はじめに

　阿弥陀仏という呼称について藤田宏達氏が「アミターユスは寿命の永遠性
（時間的無限性）、アミターバは光明の普遍性（空間的無辺性）の観点から、本
来別々に唱導された仏名であるけれども、相互に同一視することによって、阿
弥陀仏という仏格をより具体的に表出することができたと思われる＊1」と述べ
るように、アミターユス（無量寿）という呼称には阿弥陀仏の寿命の永遠性が
含意されており、阿弥陀仏の寿量に終りが無いことを意味している、という理
解が一般的なものであろう。それ故に、初期無量寿経で述べられる阿弥陀仏の
入滅について、藤田氏は「阿弥陀仏の入滅への言及は、アミターユスの観念と
抵触するものである＊2」と言うのである。
　しかし、「アミターユスの観念と抵触する」かどうかは別としても、初期無
量寿経に阿弥陀仏の入滅が述べられるということは、〈無量寿経〉では阿弥陀
仏の寿命の永遠性が必ずしも共通して認められているわけではないということ
を意味する。また〈無量寿経〉の阿弥陀仏の寿量に関する記述には、寿命が永
遠であり終りがない、ということを明確に示す記述は無い。
　そこで本稿では、〈無量寿経〉の阿弥陀仏の寿量に関する記事から、阿弥陀
仏の寿量の範囲を確認し、「無量寿」の意味について考察してみたい。

2. 〈無量寿経〉の寿命無量の記事

　〈無量寿経〉諸本では阿弥陀仏の寿量は、願文（寿命無量願）と対応する成
就文に述べられる。以下、諸本一々についてその内容を検討する。なお、『荘
厳経』には寿命無量願、対応する成就文が共に存在しないので、ここでの検討
から省く。また、所在について、漢訳諸本は、『如来会』は大正 11 巻、それ以
外はすべて大正 12 巻のページ数、梵本とチベット語訳は香川孝雄『無量壽經
の諸本對照研究』＊3 の章番号で示す。

〈無量寿経〉における「無量寿」の意味

齊　藤　舜　健
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に出す箇所がある。その内容を要約すると次のようになる。
	 　苦行者カウシカは常に真実を語るという誓願をたて、それを忠実に守り、

人々から『真実を語る人』として敬われていた。ところがある時、盗賊に

追われている人がカウシカの前を通って森に逃げ込んでいった。後を追っ

てきた盗賊にその人の逃げ込んだ先を尋ねられたカウシカは、盗賊に真実

を語ってしまった。このことが原因となって、カウシカは恐ろしい地獄に

堕ちたのである。

 　つまり、カウシカが、真実を語ったことにより、その人が、盗賊によって
害されてしまうので、真実語の禁戒を犯したことになる。

10）Manu-sm
4

rti ４-138
11）ガンジス川とヤムナー川の合流点であり、現在のアッラーハーバードにあ

たる。

（主な参考文献）
Rukmani,T.S., Yoga-sūtrabhās

4

yavivaran
4

a Vol.1, Munshriram Manoharlal 
Publishers Pvt.Ltd, 2001

Leggetto, Trevor, Śan4kara on the yoga-sūtra-s （vol.2）, London, 1983
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する識別知である。このことは、直前のスートラに対する註で詳しく論じら
れている。

２）例えば、Maitrī-upanis
4

ad ６-18 では、六階梯として、調息、制感、静慮、
凝念、思択、三昧を挙げる。

３）Daks
4

a-samhitā ７-3
４）Kāthaka-upanis

4

ad １-2-24
５）Praśna-upanis

4

ad １-15
６）Bhagavad-gītā ６-14
７）Mahābhārata ７-164 の後半にある話であり、ユディシティラが、かつて

の師であり、今は敵将となっているドゥローナを騙し、真実語の戒を犯す場
面である。要約すると次のようである。
	 　ユディシティラが、クリシュナの「ドゥローナの最愛の息子であるアシ

ュヴァッターマンが戦死したかのようにドゥローナに思わせれば、ドゥロ

ーナは戦いをやめるであろう。」という助言に従い、ダルマに反すること

であるとは知りながら、アシュヴァッターマンという名の象を殺して、ド

ゥローナに対し、「アシュヴァッターマンは殺された。」と叫んだのであ

る。これを聞いたドゥローナは尋ね返すが、それに対しユディシティラは、

「そのとおりです。アシュヴァッターマンは殺されました。」と答える。そ

の後で罪悪感に苛まれた彼は、小声で「象のアシュヴァッターマンが」と

付け加えたが、歓声にかき消されて、その声はドゥローナには聞こえなか

った。息子が戦死したと勘違いさせられ、気落ちしたドゥローナは破れて

しまった。しかし、不真実を語ったユディシティラの乗ったそれまで決し

て地面につくことのなかった戦車の車輪が地面についてしまった。

 　つまり、ドゥローナには「象のアシュヴァッターマンが死んだ」という事
実が伝えられずに、「息子のアシュヴァッターマンが死んだ」と誤って伝え
られているので、真実語の戒に反するのである。

８）“ajāvaya ityādih
4

”　という語句は、とりあえず「山羊や羊たちなどの」と
訳すことができるが、ここでは、「難しい語句」の例として挙げられている
ので、今回は、訳出しなかった。さらに詳細な検討が必要であると思われる。

９）Mahābhārata ８-49 で、クリシュナがユディシティラに真実語を語るべ
きであるということを説くために、苦行者であるカウシカの逸話を引き合い
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よる限定を受ける不殺生とは、漁夫、つまり、魚に関わる職業をもつものは、
魚は殺すが、他のものは殺さないというような場合である。このことは、魚に
関わる職業による限定を受けており、魚に関しては、満足していないので、決
して普遍的であるとはいえない。

〈p.215 l.14〉
　それでは、場所によって限定される、不殺生とはどういうことか。「私は、
プラヤーガ 11）などの、聖地では、殺生を犯さない。」というものである。つま
り、聖地における不殺生は、聖地以外の場所を満足していないので、普遍的で
はないのである。
　次に、時間によって限定されるものは、例えば、「私は、14日に、あるいは、
吉祥日には殺生を犯さない。」というものである。14 日などの時以外を満足し
ていないので、これもまた、普遍的ではない。
　更に、三つ、つまり、職業・場所・時間による限定を受けずに、魚を捕えた
ものにとっての、為さねばならない約束事である義務による限定とはどういう
ことであるかというと、「私は、神とバラモンの為には、殺生を犯すが、他の

場合には犯さない。」というものであり、信仰などに基づく義務の場合を満足
していないので、これもまた、普遍的ではないのである。また、例えば、クシ
ャトリヤが、戦場でのみ殺生を犯し、他の場所では犯さない場合も同様である。
以上が、義務によって限定される例である。
　更に、それら職業・場所・時間・義務によって限定されない不殺生などの禁
戒は、なんとしてでも守らねばならず、いかなる場合にも、つまり、どのよう
な職業などであっても、どんな対象に対しても、つまりあらゆる生き物に対し
ても、決して違反を認めない、つまり、犯すことのない、そのように卓越した
普遍的なものが大誓戒といわれる。[Viv.2-31]

「注記」
＊今回は、Viv. の訳出が主な目的であるので、テキスト校訂などに関わる記述、および、

Tattva-vaiśāradī や Yogavārttika などの他の註に関する言及は省略した。

１）直前のスートラで説かれた、不浄なるものの滅と、識別知の獲得である。
 　尚、ヨーガ学派は、その哲学的枠組みを、サーンクヤ学派のそれに依って

いるので、ここで言われている「識別知」は、プラクリティとプルシャに関
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れる。そのような善いかのごとき、善の影をもつものによって、真実を語った
カウシカの言葉９）に導かれて、悪しき暗黒へ達するであろう。従って、よく吟
味して万物の利益となる真実を語るべきである。

〈p.214 l.12〉
　また、次のように言われる。「真実を語るべきである。喜ばれることを語る
べきである。真実であっても、喜ばれないことを語ってはならない。喜ばれて
も、真実でないことを語ってはならない。以上は永遠の法である。」10）と。
　盗みとは、そもそも法に反することで、他人のものを欲望にかられて、自分
のものにしてしまうことである。一方、盗みをしないことは、欲望を断じてい
ない者にはできない。
　盗みをしない人は、欲望を断じた、不盗なる人であるといわれたのである。
　禁欲とは、感覚器官を制御したもの、つまり、他の感覚器官を制御し、性的
欲望を目的として、口や心を働かすことのない者が、生殖器を制御することで
ある。

　獲得すること、保存すること、失うこと、執着すること、傷つけることが間
違っていることに気づいて、諸々のものを、自分のものにしないこと、つまり、
手に入れないことが、不所得である。更にいえば、能力がないから自分のもの
にしないということではない。以上が禁戒である。[Viv.2-30] 
　
職業、場所、時間、義務による限定をうけず、普遍的であるものが大誓戒
[Y.S.2-31]

　職業、場所、時間などによって限定された実践に基づいても、あるいは、他
の規範には適合するかもしれない。そのことを排除するために、しかしそれら
は、といわれたのである。それら不殺生などでも、修行者が実践すべきものは、
大誓戒といわれる。その大誓戒はいかなるものであるかというと、職業、場所、
時間、義務による限定をうけず、普遍的であるものが大誓戒。そのものが、大
きくて、しかも誓戒であるものが、大誓戒である。そして、大きさが普遍的な
のである。
　更に、それらのうち職業などによる限定をうけないこと、つまり無限定を、
順に説明するために、まずは、不殺生について例示される。そのうち、職業に
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〈p.213 l.9〉
　真実語などの様々な誓戒を遵守することと、それらに矛盾しない他の誓戒を
遵守することに基づいて、殺生をする原因を遠ざけた者、つまり、殺生の原因
から完全に離れた煌めく者には、原因がないのであるから、清浄な不殺生が生
じる。例えば、「乞食によって生きる」などの誓戒を実践すれば、耕作などの
殺生の原因から遠ざかるのと同様である。
　真実語とは、見たとおりに、推定したとおりに、聞いたとおりに、語ったり、
思ったりすることであり、さらにそれが真実であるということである。
　次のように言われている。「あやまりのない正しい認識根拠によって、事実
の通りの理解が生じ、その理解をそのまま他人に伝えるために、言葉と心によ
ってそのまま伝えることが、真実語である」と。
　まさに、そのことが説かれる。他者に、自らが知りえたことを伝えるために、
言葉が語られ、その言葉は、たとえ、知りえた意味通りであっても、人を騙す
ためのものであってはならない。例えば、他人を騙すために用いられた言葉は、
真実であっても、時と場合によっては、虚偽の言葉として発せられたことにな
る。ユディシティラが、「このアシュヴァッターマンという象は殺された」７）と
語ったのと同様である。
　あるいは、間違っていたりしてはならない。例えば、真実であると思い込ん
で、虚偽のことを言ってしまう場合である。
　あるいは、理解されえないようではいけない。つまり、聞き手に対しての説
明が十分でないこととは、例えば、文脈などが理解されえないわかりにくい表
現である。あるいは、“ajāvaya”８）のような、難しい語句である。
　従って、そのような過失から離れた、それ、つまり、語は、正しい心を伴っ
ており、あらゆる生き物の利益のために発せられる、つまり、真実を口から出
すのであり、生き物を害するために発せられたものは、たとえ正しい内容が語
られていても、真実を語ったことにはならない。
　また、もし、そうであったとしても、つまり、述べる方法に誤りがなくても、
語られている内容が、生き物を害することを目的としているならば、真実を語

ったことにはならない。なぜならば、生き物を害することになってしまうもの
は、たとえ、騙しなどの三つの過失から離れていても、真実を語ることにはな
らないからである。正に、悪しきものとなろう。そのことは、次のように言わ
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更に上位の階梯を完成してゆく。なぜならば、最初の階段をのぼることなくし
ては、更に上へのぼることはできないからである。

〈p.212 l.13〉
　他では次のようにいわれている。
　「確固たる坐法に関する規定、あるいは、ヨーガの規定でさえも、心を乱す
すべてのものは、ヨーガの原因とはならない。一切の悪徳を捨て去ることと、
精神統一という二つが、確かなヨーガの原因となろうし、また、原因であり、
他のものはない。」と。これは、精神統一と、あらゆる悪徳の除去が最重要で
あるから、そのことを讃嘆しているのであり、坐法などの階梯を否定している
わけではない。
　順番にそれら、禁戒などの実践法と本質を説明する。本質を理解せずに、実
践することは不可能であるから。[Viv.2-29]
　
不殺生、真実語、不盗、禁欲、不所得が禁戒 [Y.S.2-30]

　それらのうち、つまり、禁戒を始めとするもののうちで、禁戒が最初に説明
されている。
　不殺生、真実語、不盗、禁欲、不所得が禁戒。そのうち、不殺生とは、いか
なる手段によっても、即ち、全く、どんな方法によっても、いかなる生物をも
傷つけないことである。すべての生物つまり、植物と動物を傷つけない、即ち、
苦痛を与えないことである。
　禁戒と内制のうちで、不殺生は最も重要なものであり、体と口と心によって
全力でなされるべきである。従って、以下のように述べられている。
　また、以後の禁戒は、つまり、真実語などは、不殺生が根源である、つまり、
不殺生がもとであり、不殺生を目的としている。正に、その完成が目的である、
つまり、不殺生の完成が目的であるから、最初に説かれているのである。（他
が）なぜ述べられたのかというならば、それを清浄なものにするためだけに述
べられている。つまり、不殺生に清浄さを与えるためにそれらは、述べられて
いるのである。次に言うがごとくである。「実に、かのバラモンは、多くの戒
を保てば保つほど、不注意による殺生の原因、つまり、殺生のもととなる、殺

生を為すものから離れ、不殺生を清浄なものにする」と。
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＊ 使 用 テ キ ス ト：Patañjali-Yogasūtra-Bhās
4

ya-Vivaran
4

a, Madras Coverment Oriental　
Series Vol.94, 1952

＊本稿中、下線を付した太字は Yoga-sūtra（以下、Y.S.） 本文、太字は Vivaran
4

a（以下
Viv.） が引用した Vyāsa の Bhās

4

ya（以下、Bh.）を表す。（尚、テキストには、Bh. 本
文も付されているが、今回は Y.S. と Viv. を訳出した。Bh. については、Viv. による引
用部分を参照されたい。）

禁戒・内制・坐法・調息・制感・凝念・静慮・三昧が八階梯 [Y.S.2-29]

〈p.211 l.14 ＝テキスト 211 ページの 14 行目を示す〉
　それでは、それらの実践が二つのものの原因１）となりうるヨーガ階梯とはい
かなるものであるかといって、そこで、次のように、ヨーガ階梯が決定された。
禁戒・内制・坐法・調息・制感・凝念・静慮・三昧が八階梯と。
　しかし、他のヨーガの経典においては、坐法をはじめとする六階梯２）しかな
い。例えば、「六階梯がヨーガといわれる。」３）などである。更に、坐法などは、
確かに三昧をもたらすが、禁戒と内制はそうではないという疑問に対しては、
そのようなことにはならない。なぜならば、禁戒と内制を備えた人は、ヨー
ガを行ずる資格を得るからである。つまり、思いのままに行為している者には、
ヨーガを行ずる資格がないのである。「悪行から離れない者にはできない。心
が静まっていない者にはできない。」４）と、聖典にある。また、「苦行をし、禁
欲をする者たちには、真実が確立する。」５）ということなどが、アタルヴァヴェ
ーダ所属書に見られる。また、ギーターには、「禁欲の戒を守る」６）とある。故
に、禁戒と内制もまた階梯なのである。
　また、禁戒と内制のうち、禁戒が先に説かれているのは、重要性に勝ること
を示すためである。禁戒が重要であることは、一般によく認められている。
　禁戒・内制を完成したヨーガ行者は、坐法などの階梯を順序どおりに達成し、

Yoga-sūtra Bhās
4

ya Vivaran
4

a 試訳（２章 -29 ～２章 -31）

近　藤　辰　巳
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割は因子としては混合したとはいえ、法事にそのような心理的役割があること
は明らかとなった。
　また、これら法事の心理的役割には個人差が生じていた。次回ではこの個人
差の要因を探り、再び考察を加えていきたい。

引用文献
沖　律子・河合　環（2006）．モーニング・ワークとしての音楽療法―喪失と

創作：song-writing を通して―　鈴鹿国際大学紀要、13、137-149
河合　千恵子（1997a）．配偶者と死別した中高年者への連続講座による介入と

その効果　心理臨床学研究、15（５）、461-472
河合　千恵子（1997b）．配偶者と死別した中高年者の悲嘆緩和のためのミーテ

ィングの実施とその効果の検討老年社会科学、19（１）、48-57
佐々木　恵雲（2005）．グリーフケア�：�仏教のもつ可能性　心身医学、45（３）、

232-233
浄土宗（2005）．法事の意義と心得　浄土宗出版
圭室諦成（1993）．葬式仏教　大法輪閣
中村　元（2000）．佛教語大辞典　東京書籍
文部科学省（2006）．平成 17 年宗教統計調査
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第Ⅱ節　各尺度得点の記述統計
　算出した法事の心理的役割尺度における下位尺度である ｢宗教的儀礼による
故人の想起と悲しみの緩和役割得点｣ ｢親戚集合によるピアサポート役割得点｣
それぞれについての記述統計を表４-3 に示す。

【第Ⅳ章 考察】

第Ⅰ節　結果の概略
　法事の心理的役割尺度からは、因子分析の結果 ｢宗教的儀礼による故人の想
起と悲しみの緩和役割｣ ｢親戚集合によるピアサポート役割｣ の２つの存在が
示された。

第Ⅱ節　仮説の検証
　本研究における仮説は ｢法事における遺族への心理的役割は『宗教的支援に
よる悲しみの緩和』『故人を思い出す場の提供』『親戚集合によるピアサポー
ト』の３つをもつ｣ であった。因子分析の結果、｢親戚集合によるピアサポー
ト｣ については、仮説は支持されたが、｢宗教的支援による悲しみの緩和｣ ｢故
人を思い出す場の提供｣ については混合してしまい、仮説は支持されなかった。
その理由に、悲しみの緩和と故人を思い出すことは近接したものであると考え
ることができるため、１つの因子にまとまってしまった可能性がある。例えば
｢悲しみの緩和｣ と ｢故人を思い出すこと｣ との間には何らかの因果関係があ
るのであれば、その原因と結果が１つの因子として抽出されてしまった可能性
は考えられる。従って今後、｢悲しみの緩和｣ と ｢故人を思い出すこと｣ の関
係をさらに深く検証する必要性が見いだされた。
　しかしながら、悲嘆緩和と想起の場の提供、そしてピアサポートの３つの役

表 4―3　記述統計量（n=127）
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　第１因子に負荷量の高い項目は、｢本尊の顔を見ると故人の死後の安らぎが
感じられ悲しみがやわらいだ｣ ｢僧侶の法話を聞くことで『また会える』とい
う思いがして、悲しみがやわらいだ｣ ｢僧侶に読経してもらい、故人の供養を
したことから悲しみがやわらいだ｣ ｢僧侶の法話を聞くと故人を思い出した｣ ｢
僧侶のお経を聞くと故人を思い出した｣ ｢法要後のお墓参りをして、故人に会
えたような気がして悲しみがやわらいだ｣ ｢寺の厳かな雰囲気を感じることで、
故人が死後に安らかな世界へいるのだと感じ、悲しみがやわらいだ｣ ｢法要中
に、故人の冥福を祈ることで悲しみがやわらいだ｣ ｢法要の後のお墓参りでは
故人を思い出した｣ の９項目であった。したがって、この因子は、宗教的な儀
礼が悲しみをやわらげる気持ちや、故人を思い出すことの因子と解釈された。
そこで、この因子は、“宗教的儀礼による故人の想起と悲しみの緩和役割 ”因
子と命名された。
　また、この項目間でα係数を算出したところ、0 . 93 で非常に高く、尺度の
内的一貫性は確認された。したがって、この項目得点を合計し宗教的儀礼によ
る故人の想起と悲しみの緩和役割得点とした。
　第２因子に負荷量の高い項目は、｢法事で集まるとそれぞれの親戚のことを
よく知ることが出来た｣ ｢法事に参加することで親戚の結びつきが強くなった｣
｢法事に集まった親戚の顔を見ると、故人を思い出した｣ ｢法事で親戚と集まっ
たことで、別の機会でも親戚と集まりたいと思った｣ ｢法事の後に食事をした
り酒が飲めて親戚と仲がよくなった｣ ｢法事で親戚と話してそれまで知らなか
った故人の側面を知ることができた｣
の６項目であった。したがって、この因子は、法事で親戚が集まることで、親
戚同士の関係がよくなることや、故人を思い出し、故人の新たな側面を知るこ
とが出来たと感じる気持ちの因子と解釈された。そこで、この因子は “親戚集
合によるピアサポート役割 ”因子と命名された。
　また、この項目間でα係数を算出したところ、0 . 87 で非常に高く、尺度の
内的一貫性は確認された。したがって、この項目得点を合計し親戚集合による
ピアサポート役割得点とした。
　以上のことから、法事の心理的役割に関する項目は、宗教的儀礼による故人
の想起と悲しみの緩和役割・親戚集合によるピアサポートから構成されている
ことが明らかとなった。
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【第Ⅴ章　結果】

　本章では、法事の心理的役割尺度の構造、そして算出した各尺度得点の記述
統計について述べる。

第Ⅰ節　法事の心理的役割尺度の構造
　目的で仮定した法事の心理的役割を検証する独自に作成した尺度である。故
人の法事に参加して回答者がどのように感じたかを５件法で尋ね、さらにまた
同様に得点化した。
　これら 20 項目について因子分析（主因子法、プロマックス回転）を行った
（表 4―2）。その結果、解釈可能性から２因子を抽出した。これら２因子間の相
関は、表４-2 に示した。

表 4―2　�法事の心理的役割尺度の因子分析結果（プロマックス回転後のパターン）
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　　故人の死因は、多い順に老衰以外の病気 88 名（69 . 3%）、老衰が 27 名
（21 . 3%）、事故、その他が５名（3 . 9%）、無回答が２名（1 . 6%）であった。

　この一年間で、何回故人の墓参をしたかという質問では、０回が４名
（3 . 1%）、１回が５名（3 . 9%）、２回が９名（7 . 1%）、３回が 20 名（15 . 7%）、
４回以上が 88 名（69 . 3%）、無回答が１名（0 . 79%）であった。
　また、故人の法事の施主をしたかどうか求める質問では、施主をした分
析対象者は 70 名（55 . 1%）であり、施主をしなかった分析対象者は、57 名
（44 . 9%）であった。

第Ⅳ節　分析方法　構造の分析
　作成した尺度である ｢法事の心理的役割尺度｣ について因子分析を行い、構
造を明らかにする。次いで信頼性を検討するため得られた各因子についてそれ
ぞれのα係数を算出する。
　

図 3―4　故人の死因

図 3―5　施主をしたかどうか
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（29 . 1%）、同様に母が 35 名（27 . 6%）、夫が 20 名（15 . 7%）、その他が 10
名（7 . 9%）、妻が９名（7 . 1%）、兄弟が６名（4 . 7%）、祖母、子ともに４名
（3 . 1%）、無回答が２名（1 . 6%）、祖父、孫がともに０名であった（図３-2）。

　
　
　
　
　
　

　故人の享年の範囲は 31 歳から 101 歳で、平均は 76 . 9 歳（SD=14 . 1）であ
った。故人の死からの経過期間は、49 日以上１年以内が 21 名（16 . 5%）、１
年以上２年以内が 14 名（11 . 0%）、２年以上３年以内が 36 名（28 . 3%）、３年
以上６年以内が 36 名（28 . 3%）、６年以上７年以内が 18 名（14 . 2%）、無回答
が２名（1 . 6%）であった。

図 3―2　故人と遺族の続柄

図 3―3　故人の死からの経過期間
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第Ⅲ項　法事が故人を喪った悲しみをやわらげるかの質問
　この質問では、法事は故人を喪った悲しみをやわらげるかどうかを回答者に
「はい」「いいえ」で尋ねた。また、差し支えない範囲でとの断りをつけたうえ
で、その理由も尋ねた。

第Ⅳ項　どのような法事が望ましいかの自由記述
　この質問では、回答者がどのような法事を望んでいるかを知る為に、自由記
述で回答を求めた。

第Ⅲ節　分析対象者について
　対象は、執筆者が副住職を務める北関東にある仏教寺院A寺の檀信徒で、
49 日以上７年以内に死去した 163 名の家族あるいは近親者（以下では ｢遺族｣
と表す）である。
　163 名の遺族へそれぞれ２部ずつ 326 名分の質問紙を郵送したが、得られた
回答者は 162 名（約 50%）であった。また全回答者 162 名のうち、フェイス
シート以外の調査項目に回答していない項目が見られた 35 名については分析
の対象外とし、その結果、最終的に 127 名（男性 61 名、女性 66 名）を分析対
象者とした。

　

　分析対象者の年齢範囲は、14 歳から 97 歳で、平均年齢は 59 . 8 歳
（SD=14 . 6）であった。
　また、同居家族数の範囲は、０人から最大で７人であった。このうち独居者
は 19 名で、全体に占める独居者の割合は、約 15%であった。
　さらに、分析対象者と故人との続柄は、多い順に故人が父の場合が 37 名

図 3―1　性別
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表 3―4　法事の役割尺度



─ 4─

第Ⅱ節　質問紙の構成
　質問紙全体の構成の説明は省略し、本論に関係する項目の説明を行う。

第Ⅰ項 フェイスシート
　性別・年齢・居住の都道府県・同居者の人数・同居者との続柄・故人との続
柄・故人の享年・故人の死亡時期・故人の死因・一年間の墓参数・施主をした
かどうかを求めた。

第Ⅱ項　法事の心理的役割尺度
　本研究の目的である法事の心理的役割を探る上で執筆者が独自に作成した尺
度である。本研究のおける仮説は、｢法事における遺族への心理的役割は『宗
教的支援による悲しみの緩和』『故人を思い出す場の提供』『親戚集合によるピ
アサポート』の３つをもつ｣ であった。そこで ｢宗教的支援による悲しみの緩
和｣ ｢故人を思い出す場の提供｣ ｢親戚集合によるピアサポート｣ の３つの心理
的役割について尋ねることを目的として作成したものを、表３-4 に示す ｢法
事の心理的役割尺度｣ とした。20 項目それぞれについて ｢とても当てはまる｣
｢やや当てはまる｣ ｢どちらともいえない｣ ｢あまり当てはまらない｣ ｢全く当て
はまらない｣ の５件法で回答を求めた。
　宗教的な支援による悲しみの緩和の役割の項目は、墓参、故人の冥福への祈
り、寺の厳かな雰囲気、僧侶の読経、僧侶の法話という宗教的な儀礼・雰囲
気・僧侶による宗教行為を考慮し、執筆者によって作成されたものである。そ
れらによって遺族の悲しみが緩和されたと感じたかどうかを尋ねることを目的
とする。次に、故人を思い出す場を提供する役割は、僧侶による読経と法話、
親戚と集まること、墓参といった法事の内容から故人を思い出す項目と、法事
自体が 49 日忌、１周忌、３回忌と続く中で、定期的に故人を思い出す場を提
供しているかを尋ねる項目から作成した。家族・親戚で悲しみを分かち合う場
を提供する役割は、親戚と集まることで、悲しみを皆で共有し、さらに生前の
故人についての情報を共有し、親戚のつながりの変化、ピアサポート的な助け
合いを促しているかを尋ねる項目から作成した。
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場を提供しているのではないだろうか。また親戚と集まることで故人を思い出
したり、僧侶の読経や法話・お墓参りなどで故人を思い出すのではないかと考
え、法事が故人を思い出す場の提供をしていると仮説を立てた。
　また、法事は個人だけではなく、家族や親戚で集合し行われるという慣例が
ある。河合（1997）は、配偶者と死別した中高年者に悲嘆緩和のためにミーテ
ィングを実施し、その効果を検討した。その結果、ミーティングによる悲嘆緩
和の効果が見られた。ミーティングという程の目的を持って法事では親戚が集
まるわけではないであろうが、しかし、故人の話題が出されるなどをして死別
の悲しみを皆で分かち合うピアサポート的な役割が親戚と集まることで期待さ
れる。よって、親戚集合によるピアサポート役割を法事が持つと仮説を立てた。

【第Ⅱ章　方法】

　目的に沿って、法事の心理的役割に関する質問紙調査を行った。以下、本章
では調査の実施方法、質問紙の構成、分析対象者、分析方法について説明する。

第Ⅰ節　調査の実施方法について
①　回答形式
� 回答形式は、個別による自記式で、回答者のプライバシーを考慮し無記

名とした。
②　配布・回収形式
� 配布は、葬儀時に施主（喪主）をした方の住所へ調査依頼状、質問紙２

部ならびに返送用の封筒２袋を郵送した。また、配布した際に同封した
返送用封筒を用いて郵送により回収した。

③　依頼方法・調査対象者
� 執筆者が調査依頼を行ない、配布に用いた封筒には寺の名前が印字され

ているものを用いた。謝礼は提示しなかったが、2009 年４月 25 日にA
寺院で行われる法要の前に報告会を開くことを提示した。

④　実施時期
� 2008 年 11 月 30 日に一斉に郵送配布を行い、同年 12 月 10 日までを締

め切りとした。
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第Ⅲ節　目的
　そこで、本研究では、本来死者の追善回向の為に行われている法事が、遺族
にとってどのような心理的役割があるのかを明らかにすることを目的とする。

第Ⅳ節　仮説
　法事にはどのような、心理的役割があるであろうか。佐々木（2005）は、仏
教の持つ可能性として、死別の悲しみを個人だけではなく、皆で分かち合う場
を提供し、さらに、宗教的な支援によるグリーフケアの可能性があると評論し
ている。そこで、この佐々木による評論を参考にし、執筆者がこれまで僧侶と
しておよそ年間 180 件の法事に関わってきた経験を基に、法事による遺族の心
理的役割について以下の仮説を立てた。

【仮説】�　法事における遺族への心理的役割は「宗教的支援による悲しみの緩
和」｢故人を思い出す場の提供」「親戚集合によるピアサポート」の３つ
をもつ

　法事には、僧侶の読経・僧侶による法話・お墓参り・故人の冥福への祈りな
どの宗教的行為や寺独特な宗教的雰囲気などがある。僧侶の読経は、仏に対す
る供養つまり仏を讃嘆することの役割を持つものであるが、この独特な旋律の
読経には、音楽療法のような効果が期待される。音楽の療法的機能には、心の
中にたまった鬱積や苦悩をきれいにし、すがすがしい気分にしてくれる効果が
あるという（仲・河合、2006）。また法話には、遺族に対し宗教教育的な役割
が考えられる。河合（1997）は、連続講座による配偶者と死別した中高年への
介入によって効果を検討したが、その結果、悲嘆緩和の効果が見られた。講座
の内容は、｢死別による悲嘆とその対応｣ ｢死別後の生活対応｣ ｢対人関係改善
の技術｣ ｢葬送儀礼｣ ｢宗教と心の癒し｣ ｢死別後の生き方｣ などについてであ
ったが、僧侶による法話にもこのような効果が期待することができる。以上の
ことから、�宗教的なものにより悲しみがやわらいだと感じることを、法事によ
る心理的役割の１つと仮定し、宗教的支援による悲しみの緩和とする。
　また、法事は、四十九日忌・百ヵ日忌・一周忌・三回忌・七回忌と定期的に
行われる。このように法事が定期的に行われることによって、故人を思い出す
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【第Ⅰ章　背景と目的】

第Ⅰ節　背景
　文部科学省が発行している宗教統計調査によると、日本全国に於ける全宗
教信者総数は、２億 1000 万人超であり、そのうち仏教系信者数は、9100 万人
（約 43%）である。一般的に最もよく知られている仏教行事といえば、死者を
弔う通夜式・葬儀に始まる死者供養の儀式であろう。葬儀式は、仏教に限らず、
神道・キリスト教でも執り行われ、さらには近年では特定の宗教の慣例に縛
られない無宗教の立場からの告別式もみられるようになった。このような中で、
仏教による死者供養の儀式の特色は、歴史的にはインドを原点とする中陰供養
から始まる一連の追善法要である。この追善法要の仏教的な意義は、仏や死者
に供物を捧げ（供養）、善行を積み（追善）、その功徳を死者の為にふり向ける
（回向）ことである。

第Ⅱ節　本研究テーマの意義
　このような、宗教的・仏教的意義を持つ法事であるが、この法事が参列する
遺族にとってどのような心理的役割を持つかであろうか。このような視点から
法事を対象にした研究は、調べた結果、見つけ出すことはできなかった。しか
し、法事が果たす遺族への心理的役割が明らかになれば、死別の悲しみを抱え
る遺族への仏教者による積極的な援助の可能性をひろげることができる。また、
僧侶にとって法事を務める際に遺族の心のケアを視野に入れた指針が期待でき
る。

遺族における法事の心理的役割の検討
―法事は悲しみを癒すか―

井　上　広　法
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