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基
調
講
演

８
０
０
年
大
遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望

中　

野　

正　

明

　

司
会　

そ
れ
で
は
、
定
刻
の
時
間
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
基

調
講
演
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

基
調
講
演
を
本
日
い
た
だ
き
ま
す
、
中
野
正
明
、
京
都
華
頂
大
学

学
長
の
略
歴
を
簡
単
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

中
野
正
明
学
長
は
、
１
９
５
４
年
、
福
井
県
に
生
ま
れ
ら
れ
ま
し

て
、
１
９
７
７
年
、
大
正
大
学
史
学
科
日
本
史
学
を
ご
卒
業
さ
れ
ま

し
て
、
同
大
学
大
学
院
を
１
９
８
２
年
、
博
士
課
程
を
修
了
さ
れ
ま

し
て
、
そ
れ
以
降
、
華
頂
短
期
大
学
に
ご
奉
職
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
２
０
０
１
年
に
は
、
大
正
大
学
に
て
文
学
博
士
を
取
得
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

　

２
０
０
２
年
よ
り
華
頂
短
期
大
学
学
長
、
そ
し
て
、
２
０
１
１
年

よ
り
京
都
華
頂
大
学
学
長
に
ご
ざ
い
ま
し
て
、
現
在
に
至
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。

　

現
在
は
、
福
井
教
区
武
生
南
組
真
福
寺
の
住
職
、
学
校
法
人
仏
教

教
育
学
園
副
理
事
長
、
浄
土
宗
教
学
院
理
事
、
仏
教
史
学
会
評
議
員

等
々
、
各
種
役
員
を
兼
任
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

主
要
な
研
究
と
し
ま
し
て
は
、「
岐
阜
本
誓
寺
文
書
」、「
京
都
永

観
堂
禅
林
寺
文
書
」、「
法
然
遺
文
の
基
礎
的
研
究
」、「
説
法
色
葉

集
」、「
増
補
改
訂
法
然
遺
文
の
基
礎
的
研
究
」
等
、
各
種
多
数
の
論

文
、
著
書
を
お
書
き
に
な
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
中
野
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

中
野　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
十
遍
の
お
念
仏
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
称
十
念
）
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そ
れ
で
は
、
た
だ
い
ま
か
ら
、
役
目
柄
、「
８
０
０
年
大
遠
忌
後

の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
な
り
ま
し
た
趣
旨
や

経
過
な
ど
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
ま
し
て
、
私
に
与
え
ら
れ
た
課
題
と

い
う
こ
と
で
、
１
時
間
半
ば
か
り
お
時
間
を
頂
戴
い
た
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

こ
の
テ
ー
マ
を
、
４
団
体
代
表
者
会
議
で
お
決
め
い
た
だ
き
ま
し

た
際
の
印
象
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
今
、
総
長
様
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

よ
う
に
、
浄
土
宗
宗
務
総
長
様
、
あ
る
い
は
、
教
学
局
長
様
が
適
任

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
と
私
も
申
し
上
げ
た
ぐ
ら
い
、
こ
の
テ
ー
マ

自
身
が
、
非
常
に
浄
土
宗
全
体
の
話
と
な
る
わ
け
で
す
の
で
、
い
か

が
な
も
の
か
と
い
う
具
合
に
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
会
議
の
構

成
員
の
方
か
ら
、
研
究
者
の
立
場
と
い
う
よ
り
、
私
自
身
、
法
然
上

人
、
あ
る
い
は
、
浄
土
宗
寺
院
の
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
幾
ら
か
勉
強

い
た
し
て
お
り
ま
す
立
場
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
総
合
的
な
テ
ー
マ
で

お
話
し
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、

青
少
年
教
育
の
立
場
よ
り
提
言
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
い
う
よ
う
な

お
話
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

　

私
は
、
た
だ
い
ま
司
会
の
ほ
う
か
ら
紹
介
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

立
場
上
、
本
学
の
こ
の
職
を
お
預
か
り
し
て
、
も
う
相
当
の
年
月
に

至
っ
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
、
た
ま
た
ま
現
在
、
文
部
科
学
省
の
中

央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
の
ほ
う
に
所
属
を
い
た
し
て
お
り
ま
す

関
係
も
あ
り
ま
し
て
、
高
等
教
育
の
中
央
情
勢
等
に
も
幾
ら
か
関
係

を
し
て
い
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
青
少
年
教
育
と
い
う
立
場
で
浄
土

宗
の
今
後
の
こ
と
を
語
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
、
先
ほ
ど
ご
挨
拶
の
中
で
少
し
申
し
述
べ
ま

し
た
よ
う
に
、
本
学
は
８
０
０
年
大
遠
忌
を
記
念
い
た
し
ま
し
て
開

学
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
少
し
そ
の
経
緯

に
つ
い
て
も
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
少
し
本
学
の
宣
伝
も
交
え

な
が
ら
お
話
し
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
と
申
し
上
げ
ま
し
た
ら
、

つ
ま
り
そ
れ
は
、
現
代
家
政
学
部
と
い
う
単
学
部
単
学
科
か
ら
な
る

大
学
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
浄
土
宗
の
劈
頭
宣
言
の
趣
旨
に
非
常
に
共

通
点
を
感
ず
る
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

現
代
家
政
学
部
の
設
置
の
趣
旨
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
非

常
に
共
通
点
が
あ
る
と
い
う
具
合
に
感
じ
ま
し
た
も
の
で
す
か
ら
、

学
部
の
設
置
目
的
な
ど
も
あ
わ
せ
な
が
ら
、
こ
の
浄
土
宗
の
課
題
と

展
望
と
い
う
こ
と
に
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で

ご
容
赦
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
と
い
う
よ
う
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
て
、
お
引
き
受
け
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま

す
。
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本
学
は
、
実
は
明
治
44
年
（
１
９
１
１
）
総
本
山
知
恩
院
の
大
僧

正
、
山
下
現
有
猊
下
の
熱
い
思
い
に
よ
り
ま
し
て
、
こ
の
知
恩
院
の

地
に
女
子
教
育
の
大
学
を
建
て
た
い
と
い
う
思
い
で
あ
っ
た
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
ま
し
て
、
華
頂
女
学
院
と
い

う
専
修
学
校
が
開
学
さ
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
以
来
、
戦
後
、
昭
和
25
年
、
短
期
大
学
令
の
発
令
と
と
も
に
、

昭
和
28
年
華
頂
短
期
大
学
と
い
う
短
期
大
学
を
い
ち
早
く
設
置
い
た

し
ま
し
て
、
そ
の
後
、
平
成
14
年
に
旧
浄
土
宗
教
育
資
団
と
旧
華
頂

学
園
が
合
併
を
見
る
に
至
り
ま
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
が
、
学
園
名
は
改
称
さ
れ
ま
し
て
、
現
在
、
学
校
法
人
仏

教
教
育
学
園
と
い
う
形
で
、
仏
教
大
学
様
と
同
一
学
園
に
あ
る
女
子

の
大
学
と
い
た
し
ま
し
て
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
華
頂
女
学
院
か
ら
１
０

０
周
年
に
当
た
る
法
然
上
人
８
０
０
年
大
遠
忌
を
記
念
し
て
、
開
学

に
踏
み
切
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
地
は
、
実
は
、
昭
和
55
年
に
、
久
原
房
之
助
と
い
う
財
閥
の

持
っ
て
い
た
屋
敷
及
び
庭
園
を
買
い
取
り
ま
し
て
、
用
地
と
し
て
い

た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
学
の
ほ
う
は
、
余
り
宗
内
で
は
ご
存
じ

な
い
方
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ほ
ぼ
９
割
以
上
、
自
己
所
有
地
と

し
て
、
こ
の
４
大
の
設
置
に
充
て
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
し
て
、
東
山
通
り
か
ら
知
恩
院
立
の
京
都
華
頂
大
学
及
び
華
頂
短

期
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
、
ま
さ
に
全
体
が
知
恩
院
の
山
内
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
趣
に
な
っ
た
こ
と
は
、
関
係
者
と
い
た
し
ま
し

て
、
社
会
に
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
こ
と
も
つ
い
で
な
が
ら
少
し
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
代
家
政
学
部
と
い
う
学
部
の
設
置
の
趣
旨
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
皆
様
の
お
手
元
に
レ
ジ
ュ
メ
、
資

料
を
ご
用
意
い
た
し
ま
し
た
中
で
、
資
料
と
し
て
添
付
い
た
し
ま
し

た
図
Ａ
、
図
Ｂ
と
い
う
も
の
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
な
が
ら
、
お
話
を

お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

き
ょ
う
は
午
後
か
ら
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
長
、
藤
本
淨
彦
先
生

を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
す
る
、
４
先
生
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
向
け
た
打
ち
合
わ
せ
会
を

通
し
て
、
種
々
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
ご
提
言
や
ご

助
言
を
十
分
に
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
浄
土
宗
21
世
紀

劈
頭
宣
言
の
課
題
と
、
現
代
家
政
学
部
設
置
の
趣
旨
の
共
通
点
を
お

話
し
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

学
部
の
趣
旨
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
く
前
に
、
レ
ジ
ュ
メ
の
最
初
、

講
演
の
概
要
と
い
う
も
の
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
ど

ん
な
話
を
こ
れ
か
ら
さ
せ
て
い
た
だ
く
か
と
い
う
こ
と
を
お
読
み
い
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た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
少
し
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

浄
土
宗
21
世
紀
劈
頭
宣
言
の
第
２
節
「
家
庭
に
み
仏
の
光
を
」
を

論
点
に
取
り
上
げ
、
社
会
構
造
が
激
変
す
る
今
日
、
浄
土
宗
が
次
の

半
世
紀
を
更
に
次
の
時
代
へ
と
法
灯
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
た
め
に
は
、
我
が
国
の
健
全
な
社
会
の
建
設
に
は
新
し
い
時
代
に

お
け
る
家
族
・
家
庭
の
在
り
方
に
つ
い
て
真
摯
に
向
き
合
う
必
要
が

あ
る
こ
と
を
深
く
認
識
し
、
人
間
個
人
と
し
て
の
尊
厳
を
尊
重
す
る

こ
と
を
始
点
と
し
て
、
家
族
・
家
庭
を
取
り
巻
く
地
域
、
社
会
・
環

境
等
の
生
活
構
造
、
人
間
の
乳
幼
児
・
児
童
期
、
成
年
期
、
高
齢
者

期
と
い
っ
た
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
軸
と
し
て
介
在
す
る
諸
問
題
を
考

察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
族
・
家
庭
を
「
ゆ
る
や
か
な
個
の
統
合
」

と
定
義
し
た
う
え
で
、
具
体
に
は
核
家
族
化
を
前
提
と
し
た
檀
家
制

の
見
直
し
、
国
内
開
教
の
重
要
性
、
葬
式
・
戒
名
（
法
名
）
の
意
義
、

信
者
に
対
す
る
正
確
な
宗
義
の
解
説
、
宗
侶
養
成
の
方
向
等
の
検
討

を
通
し
て
、「
家
の
宗
教
」
か
ら
「
個
の
宗
教
」
へ
と
転
換
す
る
こ

と
と
、
併
せ
て
教
師
の
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
こ

と
を
提
唱
し
、
そ
の
こ
と
が
結
果
的
に
普
遍
に
「
家
庭
に
み
仏
の
光

を
」
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
に
繋
が
る
と
の
考
え
を
論
じ
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
講
演
の
概
要
と
い
う
も
の
を
ま
ず
は
読
ま
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
時
間
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
基

づ
き
ま
し
て
、
具
体
の
お
話
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま

す
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
の
図
Ａ
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
ま
す
と
、
普
通
、

家
政
学
と
い
い
ま
す
と
、
衣
食
住
の
実
践
科
学
と
い
う
よ
う
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
人
間
の
営
み
の
う
ち
、
衣
食
住
が
ほ
と
ん
ど

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
実
践
科
学
と
定
義
付
け
ら
れ
て
き
た
わ
け

で
す
。
そ
れ
を
文
部
科
学
省
に
い
ろ
い
ろ
や
り
と
り
を
す
る
中
で
、

こ
れ
か
ら
の
家
政
学
と
い
う
の
は
、
新
し
い
時
代
に
お
け
る
社
会
構

造
の
変
化
に
対
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
新
し
い

時
代
の
社
会
構
造
の
変
化
と
い
う
も
の
は
、
本
当
に
刻
々
と
日
々
、

大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
る
こ
と
に
、
私
ど
も
生
活
を
す
る
中
で
感

ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
例
え
ば
、
情
報
社
会
の
進
展
と
い
う
の

は
目
ざ
ま
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
し
、
あ
る
い
は
ま
た
流
通
社
会
と

も
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
遠
隔
地
に
あ
る
物
産
が
、
そ
う
日
に
ち
を

経
ず
に
家
庭
に
届
く
こ
と
が
か
な
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

あ
る
い
は
、
都
市
の
郊
外
に
あ
る
大
店
舗
型
の
お
店
に
車
で
買
い
物

に
行
き
ま
し
て
、
生
活
品
を
そ
ろ
え
て
１
週
間
ぐ
ら
い
家
庭
に
蓄
え

る
よ
う
な
こ
と
も
十
分
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、

い
い
の
か
悪
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
小
学
生
が
コ
ン
ビ
ニ
に
寄

っ
て
お
昼
の
お
弁
当
を
買
っ
て
学
校
に
行
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
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大
変
多
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
ゲ
ー
ム
等
に
大
変
集
中
し
て
、

自
室
に
こ
も
る
、
そ
う
い
う
子
供
た
ち
が
多
く
な
っ
て
き
て
お
り
ま

す
。

　

こ
れ
ら
は
皆
、
社
会
構
造
の
激
変
に
よ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

日
に
日
に
変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
中
で
、
今
ま
で
の

家
政
と
い
う
概
念
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
、
本
当
に
子
育
て
の
上
で
、

あ
る
い
は
、
家
庭
教
育
の
上
で
よ
ろ
し
い
の
か
。
そ
の
こ
と
を
正
面

か
ら
取
り
組
み
た
い
と
し
た
の
が
、
現
代
家
政
学
部
の
趣
旨
で
ご
ざ

い
ま
す
。
し
か
も
、
人
生
は
、
乳
幼
児
期
、
児
童
期
、
そ
し
て
、
労

働
に
従
事
す
る
中
心
の
成
年
期
、
そ
れ
か
ら
、
高
齢
者
期
、
こ
う
あ

る
程
度
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
合
わ
せ
ま
し
た
、
新
し
い
時
代
に
お
け
る
家

族
・
家
庭
の
課
題
と
い
う
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
よ
う
に
、
学
内
で
議
論
を
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
結
果

的
に
コ
ー
ス
と
し
て
、
乳
幼
児
期
、
児
童
期
を
扱
う
コ
ー
ス
を
児
童

学
コ
ー
ス
、
そ
し
て
、
成
年
期
を
扱
う
コ
ー
ス
を
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン

コ
ー
ス
、
そ
し
て
、
高
齢
者
期
を
扱
う
コ
ー
ス
を
人
間
福
祉
学
コ
ー

ス
と
、
こ
ん
な
具
合
に
履
修
モ
デ
ル
コ
ー
ス
と
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
人
生
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
そ
れ
ぞ
れ
に
関
係
す

る
、
新
し
い
時
代
に
お
け
る
家
族
・
家
庭
の
課
題
と
い
う
も
の
が
あ

る
は
ず
だ
と
い
う
よ
う
に
考
え
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
中
で
、
や
は
り
最
も
大
事
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
新
し

い
家
族
・
家
庭
の
あ
り
方
と
し
て
、
何
を
中
心
に
置
く
べ
き
な
の
か
、

こ
こ
に
や
は
り
、
私
ど
も
浄
土
宗
宗
祖
法
然
上
人
の
仏
教
精
神
を
建

学
の
精
神
と
す
る
京
都
華
頂
大
学
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
家
族
・
家

庭
の
中
に
共
通
す
る
精
神
的
支
柱
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う

に
考
え
る
わ
け
で
す
。
共
通
す
る
精
神
的
支
柱
と
い
う
の
は
、
ど
う

い
う
形
で
育
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
大
事
な
始
点

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

文
部
科
学
省
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
そ
う
い
う
の
は
社
会
学
じ

ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
、
教
育
学
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か

と
言
わ
れ
、
設
置
の
現
地
審
査
の
際
に
随
分
な
や
り
と
り
が
あ
り
ま

し
た
。
私
が
申
し
上
げ
た
の
は
、
家
政
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
は

や
は
り
、
男
女
共
同
参
画
社
会
、
多
文
化
共
生
社
会
を
建
設
し
て
い

く
上
に
最
も
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、
衣
食
住
の
実
践
科
学

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
隣
接
す
る
諸
学
問
で
あ
る
社
会

学
、
あ
る
い
は
、
教
育
学
と
十
分
に
連
携
を
し
て
、
分
野
を
拡
充
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
社
会
学
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
な
社
会
の
構
造

の
変
化
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、



─ 6─

そ
れ
か
ら
、
教
育
、
例
え
ば
、
子
供
の
教
育
、
青
少
年
の
教
育
、
そ

の
教
育
環
境
を
ど
う
す
る
の
か
、
家
庭
の
教
育
を
ど
う
す
る
の
か
、

そ
の
教
育
と
家
族
・
家
庭
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
切
り
離
す
こ
と
の

で
き
な
い
問
題
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
ま
で
は
、
余
り

家
政
学
の
中
で
教
育
を
論
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
学
校

や
幼
稚
園
と
い
う
も
の
は
、
地
域
の
中
心
的
な
、
地
域
活
動
の
中
心

と
い
う
機
能
も
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
地

域
の
拠
点
が
、
家
族
・
家
庭
と
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
べ
き
な
の

か
大
切
な
問
題
で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
本
当
に
た
く
さ
ん
の
テ
ー
マ
が
広
が

っ
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
現
代
家
政
学
と
い
う
、
現
代
と
い
う

言
葉
を
英
訳
に
お
い
て
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
と
訳
し
た
わ
け
で
す
が
、

同
時
代
、
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
あ
る
い
は
未
来
の
社
会
の
あ
り
方
、

未
来
の
家
族
・
家
庭
の
あ
り
方
を
論
じ
よ
う
と
い
う
考
え
と
し
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
図
Ｂ
の
ほ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
ご
と
の
人

間
、
そ
し
て
、
家
族
・
家
庭
、
地
域
、
社
会
・
環
境
と
い
う
よ
う
に
、

４
領
域
を
そ
れ
ぞ
れ
の
切
り
口
で
持
っ
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
設
置
の
趣
旨
を
お
話
し
し
て
い
る
う
ち
に
、
や
は
り
劈
頭
宣

言
に
あ
り
ま
す
「
愚
者
の
自
覚
」、
愚
者
の
自
覚
と
は
ま
さ
に
、
私

ど
も
の
４
領
域
で
い
え
ば
、
人
間
の
尊
厳
、
人
間
の
ま
ず
は
個
人
と

し
て
の
尊
厳
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
自
覚
す
る
こ
と
か
ら
で
あ
り

ま
す
し
、
家
庭
に
み
仏
の
光
、
こ
れ
は
家
族
・
家
庭
の
ほ
う
で
あ
り

ま
す
し
、
社
会
に
慈
し
み
を
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
地
域
、
私
た
ち

の
地
域
と
い
う
の
を
、
ミ
ク
ロ
な
地
域
を
考
え
ま
し
た
。
先
ほ
ど
言

っ
た
よ
う
な
幼
稚
園
や
小
学
校
な
ど
の
学
校
の
果
た
す
地
域
の
機
能
、

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
含
め
た
、
自
治
体
の
活
動
な
ど
を
含
め
ま
す
と
、

皆
や
は
り
、
こ
れ
は
ミ
ク
ロ
な
地
域
に
お
け
る
問
題
を
家
族
・
家
庭

と
の
関
係
の
中
で
考
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
社
会
・
環
境

と
い
う
の
は
、
マ
ク
ロ
な
問
題
を
設
定
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
劈
頭
宣
言
で
は
、「
世
界
に
共
生
き
を
」
と
い
う
も
の

と
共
通
す
る
の
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
浄
土
宗
21
世
紀
劈

頭
宣
言
の
精
神
を
十
分
に
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
現
代

家
政
学
部
の
こ
れ
か
ら
の
新
し
い
時
代
の
家
族
・
家
庭
の
あ
り
方
と

い
う
も
の
を
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
精
神
と
い
う
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
に
、
本
学
は
、
単
学

の
女
子
教
育
で
あ
り
、
そ
し
て
、
家
族
・
家
庭
の
精
神
的
支
柱
の
共

有
が
重
要
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
課
題
と

の
関
係
性
の
中
で
、
こ
の
た
び
の
与
え
ら
れ
た
大
遠
忌
後
の
浄
土
宗

の
課
題
と
展
望
と
い
う
も
の
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
さ
せ
て
い
た
だ
こ
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う
と
考
え
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

次
に
、
少
し
テ
ー
マ
を
教
育
基
本
法
の
改
定
と
い
う
問
題
に
移
り

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
手
元
の
資
料
の
２
番
目
の
資
料
で
あ

り
ま
す
が
、
教
育
基
本
法
の
新
旧
対
照
表
と
い
う
の
を
載
せ
て
お
り

ま
す
。
平
成
19
年
12
月
に
、
教
育
基
本
法
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
学
校
関
係
者
は
し
っ
か
り
と
理
解
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
学
校
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
国
民
皆
が
教

育
と
い
う
も
の
を
共
通
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
ど
う
い
っ
た
点
が
改
定

さ
れ
た
の
か
、
考
え
て
み
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
の
１
枚
目
は
、
全
体
の
中
で
改
定
の
あ
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ

て
お
り
ま
し
て
、
実
際
の
条
文
が
２
枚
目
の
１
ペ
ー
ジ
か
ら
、
裏
面

も
あ
わ
せ
ま
し
て
、
10
ペ
ー
ジ
ま
で
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
注

目
す
べ
き
は
、
第
二
条
、
前
文
に
も
注
目
す
べ
き
言
葉
が
挿
入
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
前
文
に
お
い
て
は
、
１
ペ
ー
ジ
の
左
側
が
改
定
さ
れ

た
教
育
基
本
法
、
前
文
の
下
線
が
太
線
で
引
い
て
あ
り
ま
す
。「
公

共
の
精
神
を
尊
び
、
豊
か
な
人
間
性
と
創
造
性
を
備
え
た
人
間
の
育

成
を
期
す
る
と
と
も
に
、
伝
統
を
継
承
し
、
新
し
い
文
化
の
創
造
を

目
指
す
教
育
を
推
進
す
る
。」
と
い
う
よ
う
に
、
下
線
部
分
が
挿
入

に
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
公
共
の
精
神
」、
あ
る
い

は
、「
豊
か
な
人
間
性
と
創
造
性
」、
あ
る
い
は
、「
伝
統
を
継
承
し
」

と
い
う
よ
う
な
文
言
が
付
加
さ
れ
た
意
味
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
最
も
大
き
い
の
は
、
第
二
条
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、（
教

育
の
目
標
）
と
ご
ざ
い
ま
す
。
従
来
は
、（
教
育
の
方
針
）
と
い
う

よ
う
な
文
言
で
短
い
文
章
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
中
に
項
を
設
け
ま

し
て
、
一
項
か
ら
五
項
ま
で
設
け
て
、
特
に
そ
の
中
で
、
四
項
と
五

項
で
、「
生
命
の
尊
重
」、「
伝
統
と
文
化
の
尊
重
」、「
郷
土
へ
の
愛
」

な
ど
が
規
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
四
項
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、

「
生
命
を
尊
び
、
自
然
を
大
切
に
し
、
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
態

度
を
養
う
こ
と
。」
ま
た
第
五
項
で
は
「
伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
、

そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
我
が
国
と
郷
土
を
愛
す
る
と
と
も
に
、

他
国
を
尊
重
し
、
国
際
社
会
の
平
和
と
発
展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養

う
こ
と
。」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
言
が
教
育
基
本
法
の
中
に

規
定
さ
れ
た
意
味
は
、
大
変
に
大
き
い
と
考
え
ま
す
。

　

続
い
て
、
第
三
条
、
こ
れ
は
生
涯
学
習
の
理
念
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
が
、
後
に
触
れ
ま
す
、
こ
の
た
び
中
教
審
で
答
申
が
ご
ざ
い

ま
し
た
、
生
涯
学
び
続
け
る
と
い
う
考
え
方
は
、
実
は
、
こ
の
生
涯

学
習
の
理
念
と
い
う
の
が
教
育
基
本
法
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ

き
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、
第
十
条
、
第
十
条
は
７
ペ
ー
ジ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

家
庭
教
育
と
い
う
も
の
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
き
ょ
う
の
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新
し
い
時
代
に
お
け
る
家
族
・
家
庭
の
あ
り
方
と
い
う
こ
と
を
論
じ

る
上
で
、
非
常
に
重
要
か
と
思
い
ま
す
。

　
「
第
十
条　

父
母
そ
の
他
の
保
護
者
は
、
子
の
教
育
に
つ
い
て
第

一
義
的
責
任
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
活
の
た
め
に
必
要
な
習

慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
立
心
を
育
成
し
、
心
身
の
調

和
の
と
れ
た
発
達
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。」

　
「
２
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
家
庭
教
育
の
自
主
性
を
尊
重

し
つ
つ
、
保
護
者
に
対
す
る
学
習
の
機
会
及
び
情
報
の
提
供
そ
の
他

の
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

　

こ
れ
は
大
変
強
い
文
言
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
父
母
の
、
保
護
者

の
子
の
教
育
に
対
す
る
責
任
、
義
務
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
国
及

び
地
方
公
共
団
体
が
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
ま
で

も
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今

後
、
教
育
基
本
法
は
一
番
元
で
す
の
で
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
い
ろ
い

ろ
な
政
策
が
す
べ
て
現
在
、
取
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、
幼
児
期
の
教
育
と
い
う
も
の
も
、
今
ま
で
は
特
に
定
め
ら

れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
在
、
人
口
減
少
、
あ
る
い
は
ま
た
、

共
働
き
等
に
よ
っ
て
子
育
て
の
環
境
と
い
う
も
の
に
大
き
な
変
化
が

出
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
う
い
う
こ
と
に
し
っ
か
り
と
し
た
支

援
策
が
な
け
れ
ば
、
少
子
化
現
象
は
と
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
、
幼
児
期
の
教
育
と
い
う
こ
と
に
は
非
常
に
重
要
な
テ

ー
マ
と
し
て
、
法
律
に
規
定
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

　
「
第
十
一
条　

幼
児
期
の
教
育
は
、
生
涯
に
わ
た
る
人
格
形
成
の

基
礎
を
培
う
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
及
び
地
方

公
共
団
体
は
、
幼
児
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
良
好
な
環
境
の
整

備
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
振
興
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」
と
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
教
育
基
本
法
の
改
定
に
よ
り
ま
し
て
、
新

し
い
時
代
に
お
け
る
家
族
・
家
庭
の
あ
り
方
を
論
ず
る
際
に
最
も
基

盤
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。

　

す
べ
て
当
た
り
前
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
こ
れ
を
教
育
基
本

法
の
中
に
規
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
日
本
社
会
に
と
っ
て
、

何
を
教
育
の
上
で
大
事
と
考
え
て
い
く
の
か
と
い
う
基
盤
で
あ
り
ま

す
の
で
、
そ
の
他
の
施
行
細
則
や
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
教
育
関
係

の
法
的
整
備
は
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
す
べ
て
な
さ
れ
て
き
て
お
り
ま

す
の
で
、
教
育
基
本
法
が
改
定
さ
れ
た
意
味
と
い
う
の
は
、
実
は
非

常
に
大
き
い
わ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

実
は
、
宗
教
教
育
に
つ
い
て
も
、
第
十
五
条
と
し
て
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、
宗
教
関
係
者
で
さ
え
も
よ
く
認
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
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そ
れ
か
ら
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
小
学
校
の
教
師
も
、
よ
く
認
識

さ
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
第
十
五
条
、
８
ペ
ー
ジ
の

左
側
で
す
ね
。「（
宗
教
教
育
）
宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
、
宗
教

に
関
す
る
一
般
的
な
教
養
及
び
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
は
、

教
育
上
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
あ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
こ
と
が
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
か
、
合
掌
を
す
る
と
宗
教
教
育

と
し
て
問
題
だ
と
か
い
う
よ
う
な
風
潮
が
あ
っ
た
時
代
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
第
一
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
優
位
に
な
る
わ

け
で
し
て
、
二
項
、
三
項
に
定
め
ら
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
い
わ

ゆ
る
一
項
を
解
釈
す
る
た
め
の
二
項
、
三
項
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か

ら
、
一
項
と
い
う
か
、
第
十
五
条
の
精
神
と
い
う
の
は
、
宗
教
に
関

す
る
寛
容
の
態
度
、
特
に
こ
こ
に
下
線
部
分
を
わ
ざ
と
入
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
当
時
、
こ
の
法
律
が
改
定
さ
れ
る
に
及
ん

で
、
仏
教
関
係
者
、
そ
れ
か
ら
、
仏
教
系
の
教
育
関
係
者
ら
が
強
く

求
め
て
い
た
い
き
さ
つ
も
あ
り
ま
す
。「
宗
教
に
関
す
る
一
般
的
な

教
養
」
と
い
う
も
の
を
入
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
授
業
の
中
で
、
社

会
科
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
授
業
の
中
で
、
教
養
と
し
て
宗
教
一
般
の

知
識
を
教
え
る
こ
と
は
、
宗
教
教
育
と
し
て
教
育
上
尊
重
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
か
第
二
項
の
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
設
置

す
る
学
校
は
、
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
そ
の
他
宗
教
的
活

動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。」
こ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ

う
に
受
け
と
め
て
か
、
非
常
に
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
教
育
に
宗

教
を
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は

確
か
に
、
一
宗
に
偏
し
た
宗
教
活
動
や
教
育
を
公
立
学
校
で
行
っ
て

は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
法
律
に
抵
触
し
ま
す
。
し
か
し
、
一
宗

に
偏
し
な
い
一
般
的
な
宗
教
的
教
養
に
つ
い
て
は
、
尊
重
さ
れ
て
教

え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
の
教
育
、
ど

う
で
す
か
。
公
立
学
校
に
お
い
て
、
宗
教
的
な
教
養
を
教
え
よ
う
と

す
る
と
、
一
部
の
活
動
家
に
よ
っ
て
反
対
の
意
が
表
明
さ
れ
た
り
し

て
お
り
ま
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
日
に
い
ろ
い
ろ
な
面
で
問
題
を
起
こ
し

て
き
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
の
内
閣
は
反
省
を
し
て
、
こ
の

教
育
基
本
法
を
改
定
す
る
こ
と
に
着
手
し
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　

当
時
の
政
権
は
、
今
の
政
権
の
枠
組
み
と
違
っ
た
わ
け
で
す
け
ど

ね
。
中
教
審
で
も
、
こ
の
宗
教
教
育
に
つ
い
て
扱
う
こ
と
が
あ
り
ま

し
て
、
第
一
項
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
高
等
教
育
に
携
わ
る
多
く
の

先
生
方
、
あ
る
い
は
、
委
員
の
方
々
も
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
で
す
。

こ
の
こ
と
は
む
し
ろ
、
な
ぜ
か
宗
教
団
体
に
属
す
る
教
育
関
係
者
の

ほ
う
が
、
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
押
さ
え
ず
し
て
、
遠
慮
し
て
い
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る
わ
け
で
す
ね
。

　

つ
ま
り
、
中
教
審
で
は
現
在
、
機
能
別
分
化
と
い
う
話
が
最
も
中

心
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
機
能
別
分
化
、
つ
ま
り
、
私
立
大
学
は
、

多
く
の
大
学
が
全
国
に
あ
り
ま
す
が
、
国
公
立
大
学
や
、
一
部
の
国

際
的
に
学
術
水
準
の
高
い
私
立
大
学
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
そ
れ
ぞ
れ
役

割
や
使
命
が
違
う
わ
け
で
す
ね
。
私
ど
も
の
大
学
の
持
つ
使
命
、
役

割
と
い
う
の
は
、
中
間
層
を
中
心
と
し
た
我
が
国
の
国
民
の
教
育
を

お
預
か
り
し
、
そ
し
て
、
専
門
的
知
識
を
学
習
し
た
上
に
、
社
会
に

貢
献
で
き
る
卒
業
生
を
送
り
出
す
こ
と
が
使
命
だ
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
う
い
う
使
命
、
役
割
と
い
う
も
の
を
機
能
別
分
化
と
い
う
言

葉
で
あ
ら
わ
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
機
能
別
分
化
の
最
も
根
本
に

あ
る
の
が
私
立
大
学
で
す
の
で
、
建
学
の
精
神
が
私
立
大
学
に
お
い

て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
、
大
学
と
し
て
存
立
す
る
意
味
を
持
た
な
い

わ
け
で
す
。
そ
れ
は
国
公
立
大
学
や
、
他
の
大
学
が
行
え
ば
よ
い
教

育
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
機
能
別
分
化
を
果
た
す
た
め
に
こ
そ
、

建
学
の
精
神
が
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
宗
教
に
関
す
る
問
題
で
い
え
ば
、
私
ど

も
の
学
園
は
、
は
っ
き
り
し
て
お
り
ま
し
て
、
宗
祖
法
然
上
人
の
仏

教
精
神
に
基
づ
く
教
育
を
行
う
こ
と
が
、
機
能
別
分
化
と
し
て
、
建

学
の
精
神
に
基
づ
い
た
使
命
、
役
割
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
を
臆
す
る
こ
と
な
く
し
っ
か
り
と
説
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
、
こ
の
第
十
五
条
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
し
て
、
先
生
方
の
う
ち
、
大
学
の
先
生
方
は
多
く
よ
く
ご

理
解
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
非
常
に
口
は
ば
っ
た
い
こ
と
で
は

ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
確
認
も
一
応
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
上

で
、
あ
る
い
は
ま
た
、
さ
き
に
申
し
上
げ
ま
し
た
、
平
成
19
年
の
教

育
基
本
法
の
改
定
の
項
目
に
つ
い
て
、
新
し
い
時
代
の
家
族
・
家
庭

の
あ
り
方
を
論
ず
る
上
で
の
論
点
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
後
に
つ
い
て
は
レ
ジ
ュ
メ
に
従
っ
て
少
し
進
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
と
、
現
代
家
政
学
部
と
い
う
本
学
の
設
置
の
趣
旨
と

も
か
か
わ
る
な
と
い
う
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
次
に
考
え
た
の
は
、

や
は
り
核
家
族
化
を
前
提
と
し
た
檀
家
制
の
見
直
し
と
い
う
こ
と
を

挙
げ
て
み
ま
し
た
。
つ
ま
り
寛
文
11
年
、
江
戸
幕
府
の
寺
請
制
度
の

施
行
に
始
ま
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
檀
家
制
度
に
よ
っ
て
、
寺
院
は
信
者

か
ら
の
尊
敬
を
受
け
、
経
済
的
に
も
保
護
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
り

ま
す
が
、
戦
後
の
著
し
い
経
済
発
展
と
、
先
ほ
ど
か
ら
申
し
上
げ
て

い
ま
す
よ
う
な
社
会
構
造
の
変
化
に
伴
う
「
家
」
概
念
の
崩
壊
・
喪

失
の
進
展
と
と
も
に
、
核
家
族
化
が
進
展
し
、
今
日
で
は
情
報
化
社

会
と
い
う
未
経
験
の
社
会
変
革
に
よ
る
生
活
の
個
人
化
が
進
展
し
て
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い
ま
す
。
生
活
の
個
人
化
で
す
ね
。
生
涯
配
偶
者
を
持
た
な
い
方
も

増
え
て
お
り
ま
す
。
生
活
の
個
人
化
で
す
か
ら
、
家
族
と
い
う
概
念

が
随
分
崩
れ
て
き
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

家
制
度
、
つ
ま
り
戸
主
が
い
て
、
そ
し
て
子
供
が
長
子
、
次
子
、

長
女
、
次
女
と
い
う
よ
う
に
子
供
が
い
て
、
そ
し
て
家
族
と
い
う
も

の
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
祖
父
、
祖
母
が
お
ら
れ
て
、

世
代
交
代
に
な
っ
て
も
、
そ
の
ま
た
子
供
た
ち
も
い
る
の
で
、
複
合

家
族
と
し
て
２
世
帯
、
３
世
帯
、
場
合
に
よ
っ
て
は
４
世
帯
ぐ
ら
い

が
複
合
家
族
と
し
て
、
家
と
い
う
概
念
の
中
で
生
活
を
し
て
き
た
と

い
う
の
が
、
そ
う
遠
く
な
い
時
代
に
お
け
る
家
族
の
形
態
で
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
今
日
で
も
、
地
方
に
よ
り
ま
し
て

は
、
そ
の
よ
う
な
家
制
度
が
十
分
守
ら
れ
て
い
る
集
落
も
多
い
と
い

う
よ
う
に
理
解
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
都
市
を
中
心
に
、
あ
る
い
は
、
都
市
部
に
と
ど
ま
ら
ず
、

最
近
で
は
、
私
な
ど
は
福
井
の
山
間
地
域
の
寺
院
の
住
職
を
い
た
し

て
お
り
ま
す
が
、
私
の
と
こ
ろ
で
も
、
非
常
に
核
家
族
化
と
い
う
も

の
が
進
ん
で
お
り
ま
し
て
、
ど
ん
ど
ん
団
地
や
近
隣
の
地
方
都
市
な

ど
に
出
て
行
か
れ
て
、
断
絶
す
る
家
も
た
く
さ
ん
出
て
き
て
お
り
ま

す
。
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
、
葬
儀
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
な

っ
た
と
き
に
、
目
の
当
た
り
に
現
状
の
課
題
が
出
て
く
る
わ
け
で
す

ね
。
こ
れ
は
、
先
生
方
の
ほ
う
が
非
常
に
そ
う
い
う
体
験
を
日
々
な

さ
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

少
し
先
祖
供
養
の
点
で
思
い
つ
く
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
今

日
で
は
概
ね
施
主
家
の
先
祖
供
養
は
、
法
事
や
寺
院
の
年
中
行
事
に

お
い
て
施
主
家
の
み
の
先
祖
供
養
を
行
う
こ
と
を
習
わ
し
と
し
、
例

え
ば
、
配
偶
者
側
の
先
祖
供
養
を
す
る
こ
と
は
公
に
は
な
い
わ
け
で

す
ね
。
こ
れ
は
や
は
り
、
家
制
度
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
何
と
な

し
に
、
奥
さ
ん
側
の
ご
先
祖
の
供
養
を
し
て
い
い
も
の
な
の
か
ど
う

か
、
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
介
在
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
今
後
の
核
家
族
化
の
更
な
る
進
展
、「
家
」
概
念

の
崩
壊
が
想
定
さ
れ
る
と
き
、
早
期
に
家
族
構
成
員
個
々
の
希
望
に

拠
る
先
祖
供
養
へ
と
転
換
を
図
っ
て
い
く
べ
き
な
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
配
偶
者
の
方
が
、
私
の
と
こ
ろ
の
先
祖
の
供
養

も
し
て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
と
思

う
ん
で
す
ね
。
私
の
と
こ
ろ
で
も
そ
う
い
う
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
実
家
の
お
家
が
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
て
、
実
家
の
ほ
う
の

ご
先
祖
の
供
養
も
や
は
り
し
て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
な
思
い
に
そ
れ

は
な
り
ま
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
、
お
嫁
さ
ん
に
来
て
い
る
と
い
う
考

え
方
に
ず
っ
と
基
づ
き
ま
す
と
、
や
は
り
、
う
ち
の
法
事
に
、
お
嫁

さ
ん
の
ほ
う
の
実
家
の
先
祖
供
養
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
控
え
が
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ち
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

過
去
帳
の
記
述
の
概
念
も
、
当
然
な
が
ら
、
何
々
家
の
江
戸
時
代

の
ど
こ
か
ぐ
ら
い
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
お
り
ま
し
て
、
う
ち
な
ん
か

そ
う
で
す
ね
。
大
体
の
お
寺
さ
ん
、
そ
う
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い
ん
じ

ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
過
去
帳
の
記
述
の
概
念
も
、
何
々
家
と
し

て
、
そ
こ
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
法
名
が
年
代
順
に
ず
っ
と
記
述

さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
当
然
な
が
ら
、
個
人
と
い
う
こ
と
を

も
し
持
ち
出
さ
れ
た
と
き
に
、
ど
う
対
応
し
て
い
い
の
か
と
い
う
悩

み
を
住
職
の
ほ
う
は
持
っ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

す
ぐ
に
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
が
、
施
餓
鬼
と
か
、
永
代
供
養

と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
供
養
に
際
し
ま
し
て
、
個
人
の
希
望
に
沿
っ
た

形
で
の
回
向
を
し
て
い
く
よ
う
な
考
え
方
に
、
今
も
も
ち
ろ
ん
相
当

な
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
概
念
と
し
て
、
当
然
受

け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
考
え
方
を
持
つ
必
要
が
出
て
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
ま
す
と
、
信
者
の
把
握
、
あ
る
い
は
、
年

回
の
催
し
な
ど
も
、
個
人
に
関
す
る
需
要
に
こ
た
え
る
よ
う
な
年
回

の
把
握
が
必
要
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

　

つ
ま
り
、
今
ま
で
は
、
何
々
家
の
法
事
の
年
回
の
繰
り
出
し
は
や

り
ま
す
が
、
お
嫁
さ
ん
側
の
実
家
の
年
回
の
繰
り
出
し
ま
で
は
菩
提

寺
の
務
め
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
は
時

代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
な
と
思

う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
法
事
と
か
仏
事
と
か
、

こ
れ
を
歴
史
的
に
少
し
さ
か
の
ぼ
っ
て
私
な
り
に
考
え
て
み
ま
し
た

が
、
17
世
紀
以
前
つ
ま
り
寺
請
制
度
以
前
の
と
こ
ろ
で
考
え
ま
す
と
、

貴
族
の
日
記
や
武
家
の
日
記
等
に
よ
る
仏
事
は
、
家
の
宗
教
と
し
て

行
わ
れ
て
い
る
節
は
余
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
個
人
の
信
仰
と

し
て
仏
事
を
催
す
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
家
に
よ
っ
て
は

一
時
代
は
真
言
宗
で
行
わ
れ
て
い
た
催
し
が
、
世
代
が
変
わ
っ
て
天

台
宗
で
行
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
戦
国
時
代
な
ど
の
武
将
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
、

日
々
命
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
多
種
信
仰
で
す
ね
。

真
言
密
教
も
信
仰
す
る
し
、
あ
る
い
は
神
道
の
信
仰
も
す
る
し
、
あ

る
い
は
い
ろ
い
ろ
な
仏
様
へ
の
護
持
祈
祷
を
欠
か
さ
な
い
し
、
多
種

信
仰
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
や
は
り
、
本
当
に
自
分

の
あ
す
の
命
を
も
脅
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
生
活
の
中
か
ら
、
そ
う

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
と
思
い
ま
す
。

　

特
段
こ
の
家
は
こ
の
宗
派
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
た
家
も
あ
り

ま
し
て
、
そ
れ
は
檀
那
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
す
ね
。
清
浄
華
院
の

万
里
小
路
家
な
ど
は
そ
の
好
い
例
で
す
。
要
す
る
に
、
歴
代
そ
の
寺
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院
を
護
持
し
て
い
る
家
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
寛
文
の
こ
ろ
に
、
幕
府
の
宗
教
政
策
の

中
か
ら
寺
請
制
度
と
い
う
も
の
が
出
て
き
て
、
必
ず
ど
こ
か
の
寺
を

菩
提
寺
と
す
る
必
要
と
、
戸
籍
の
宗
門
人
別
改
帳
に
よ
る
個
人
の
把

握
と
い
う
こ
と
も
一
緒
に
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
こ
れ
か
ら
の
新
し

い
時
代
に
お
い
て
は
、
も
う
一
度
そ
こ
を
17
世
紀
以
前
の
格
好
の
な

か
で
考
え
て
い
く
こ
と
も
必
要
な
の
か
な
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、

家
と
い
う
も
の
が
本
当
に
間
近
に
崩
れ
て
く
る
時
代
を
迎
え
て
き
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
家
庭
教
育
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
出
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
家
族
や
家
庭
と
い
う
の
は
、

家
の
概
念
が
崩
れ
て
も
存
在
す
る
ん
で
す
。
家
族
と
い
う
の
は
絶
対

存
在
す
る
ん
で
す
。
家
庭
は
な
く
と
も
家
族
は
存
在
す
る
ん
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
親
が
な
か
っ
た
ら
子
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
か
ら
。
だ
か
ら
、

家
族
・
家
庭
と
私
ど
も
は
規
定
し
た
の
で
す
が
、
家
庭
と
い
う
の
は

配
偶
者
を
持
た
な
い
と
で
き
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
も
あ
わ
せ
て
一

応
、
家
族
・
家
庭
と
表
現
し
た
の
で
す
。

　

精
神
的
支
柱
の
共
有
は
生
涯
の
糧
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
に
は
、
私
は
、
家
族
が
共
同
し
て
同
じ
作
業
を
行
う
こ

と
が
重
要
で
は
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
ね
。
日
本
は
古
来
か
ら
、

年
中
歳
事
を
家
族
で
行
っ
て
き
た
。
武
家
、
貴
族
、
い
ろ
い
ろ
な
家

に
よ
る
伝
統
的
な
歳
事
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
年
中

行
事
を
、
家
族
が
と
も
に
共
同
作
業
で
行
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
有
効
な
役
割
と
な
っ
て
、
自
然
な
う
ち
に
精
神
的
支
柱

と
い
う
も
の
が
共
有
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
ん
で
す
ね
。
最
近

で
は
ど
う
で
す
か
。
餅
つ
き
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
共
同
で
何
か
作
業

す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
減
っ
て
き
ま
し
た
。

　

部
屋
も
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
は
家
政
学
の
分
野
で
す
が
、
部
屋
も

も
の
す
ご
く
若
い
う
ち
か
ら
自
室
が
当
た
る
ん
で
す
ね
。
自
室
が
当

た
る
と
、
共
同
作
業
、
共
同
で
生
活
を
営
む
と
い
う
こ
と
が
少
な
く

な
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
、
広
い

家
だ
そ
う
で
す
が
、
自
室
と
い
う
も
の
は
小
学
校
の
高
学
年
も
し
く

は
、
中
学
校
ぐ
ら
い
に
な
ら
な
い
と
与
え
な
い
ん
だ
そ
う
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
日
本
は
な
ぜ
か
最
近
、
幼
稚
園
か
ら
立
派
な
部
屋
が
あ
た

っ
て
い
る
よ
う
な
家
が
多
い
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
個
と
い
う
も
の

を
早
い
う
ち
に
認
め
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
親
の
子
供
さ
ん
に
対
す

る
教
育
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
難
し
い
環
境
が
で
き
上
が
っ
て

く
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
聞
い
た
話
で
す
が
、
リ
ビ
ン
グ
と
い
う
の

も
、
ど
う
も
、
日
本
は
３
Ｄ
Ｋ
と
い
う
も
の
が
団
地
の
サ
イ
ズ
と
し
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て
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
一
番
問
題
だ
っ
た
の
は
、
狭

い
も
の
で
す
か
ら
、
子
供
さ
ん
の
部
屋
と
い
う
も
の
を
結
構
、
玄
関

入
っ
て
す
ぐ
に
設
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
狭
い

面
積
で
す
か
ら
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
必
ず
リ
ビ
ン
グ
を
通
ら
な
い
と

子
供
部
屋
に
行
け
な
い
よ
う
に
す
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
大
変

大
き
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
つ
ま
り
、
親
の
目
の
行
き
届
く
範
囲

の
中
で
生
活
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
今
で
す
と
、
情
報
機
器
、

こ
れ
が
各
部
屋
に
１
台
ず
つ
、
小
学
校
の
低
学
年
ぐ
ら
い
か
ら
与
え

ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
も
う
世
界
の
す
べ
て
の
情
報
を
、
あ
る
い
は
、

本
来
目
に
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
情
報
に
小
学
校
の
低
学
年
で
も

簡
単
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
状
況
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
ら
は
ち
ょ
っ
と
逸
脱
し
ま
し
た
が
、
家

族
・
家
庭
の
環
境
を
設
営
す
る
新
し
い
時
代
に
お
け
る
大
き
な
課
題

と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

寺
院
に
お
い
て
、
歳
事
の
一
部
を
肩
が
わ
り
す
る
よ
う
な
工
夫
も

い
い
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
各
家
庭
に
そ
う
い
う
催
し
を
勧
め
る

こ
と
の
意
義
は
大
き
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
法
事
と
い
う
の
は
、
家
庭
教
育
の
面
か
ら
も
っ
と
も
重
要
だ
と

思
い
ま
す
。

　

仏
壇
の
設
置
は
、
家
族
に
と
っ
て
共
通
の
崇
拝
対
象
を
持
つ
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
重
要
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
や
西
洋
諸
国
で
は
、
食

事
の
前
に
多
く
の
場
合
、
パ
ン
を
い
た
だ
く
際
に
、
ア
ー
メ
ン
を
切

っ
て
食
べ
る
よ
う
な
こ
と
が
多
い
そ
う
で
す
。
日
本
で
は
い
つ
の
日

か
ら
、
家
族
そ
ろ
っ
て
合
掌
し
て
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
言
う
よ
う

な
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
る
家
庭
が
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。
お
勤
め
な
ど
を
通
し
て
、
価
値
観
の
共
有
を
図
る
こ
と
に

つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。
先
祖
供
養
は
家
庭
教
育
の
対
象
に
向
か
い

合
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
先
祖
は
家
族
・
家
庭
の

共
通
の
も
の
で
す
か
ら
。

　

少
し
話
題
を
変
え
ま
す
と
、
国
内
開
教
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
を

申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
今
の
家
族
・
家
庭
の

問
題
と
全
く
関
係
の
な
い
話
で
は
な
く
て
、
つ
ま
り
、
分
家
さ
ん
と

い
う
の
が
た
く
さ
ん
出
て
き
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
も

と
も
と
は
、
ど
こ
か
の
お
寺
さ
ん
の
檀
家
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の

分
家
さ
ん
は
、
ち
ょ
う
ど
団
塊
の
世
代
の
皆
さ
ん
が
退
職
期
を
迎
え

て
、
こ
れ
か
ら
前
期
高
齢
者
、
余
り
い
い
言
葉
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、

さ
ら
に
長
生
き
さ
れ
る
方
が
多
く
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

ま
た
逆
に
、
不
幸
な
方
も
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
、
そ
の
世
代
の

方
々
に
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
団
塊
の
世
代
の
方
々
が
、
分
家
と
し

て
葬
儀
を
行
う
か
ど
う
し
よ
う
か
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
、
面
倒
く
さ
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い
か
ら
直
葬
、
面
倒
く
さ
い
か
ら
家
族
葬
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起

こ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
皆
様
よ
く
よ
く
ご
承
知
の
と
お
り
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

農
村
山
間
地
域
の
過
疎
化
が
進
む
一
方
、
都
市
部
あ
る
い
は
都
市

周
辺
地
域
に
お
け
る
宗
教
の
需
要
が
想
定
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
都

市
部
や
都
市
周
辺
に
移
り
住
ん
だ
り
、
転
勤
家
族
で
や
む
な
く
転
居

を
繰
り
返
し
た
経
済
成
長
期
の
団
地
族
が
、
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
高

齢
者
期
を
迎
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
実
家
の
菩
提
寺
と
も
疎
遠
と

な
っ
て
い
る
現
状
を
相
対
的
に
と
ら
え
、
近
隣
の
寺
院
や
僧
侶
が
支

援
で
き
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
急
ぐ
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
人
口
急
増
地
域
で
あ
り
な
が
ら
、
浄
土
宗
寺
院
の
存
在
が

少
な
い
地
域
を
重
点
的
に
開
教
地
域
と
指
定
し
て
、
寺
院
の
新
設
を

行
い
、
信
者
の
需
要
に
こ
た
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

分
家
の
方
が
決
ま
っ
て
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り

ま
せ
ん
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
点
在
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
方
々
の
需
要
に
こ
た
え
て
い
く
こ
と
と
い

う
意
義
は
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

墓
地
問
題
の
深
刻
化
、
こ
れ
は
、
私
は
住
職
に
な
り
ま
し
て
か
ら
、

い
ろ
い
ろ
と
経
験
を
し
て
感
ず
る
と
こ
ろ
で
す
。
分
家
の
場
合
に
は
、

新
亡
の
葬
儀
を
行
っ
た
あ
と
納
骨
の
段
階
に
な
っ
て
困
惑
さ
れ
て
、

民
間
の
霊
園
や
近
隣
の
寺
院
、
こ
れ
は
宗
派
に
こ
だ
わ
ら
な
い
例
も

多
い
で
す
。
そ
の
近
隣
の
寺
院
経
営
の
墓
地
を
購
入
す
る
こ
と
が
多

い
よ
う
で
す
。
本
家
の
菩
提
寺
が
「
家
」
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、
早

く
よ
り
墓
地
の
需
要
を
把
握
し
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
肝
要
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
遠
隔
地
へ
の
墓
参
を
考
慮
し
て
分
骨

を
勧
め
る
こ
と
も
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
分
家
の

方
々
は
、
余
り
ふ
だ
ん
は
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
で
す
が
、

新
亡
の
方
が
出
た
と
き
に
、
ど
こ
に
葬
儀
を
や
っ
て
も
ら
お
う
か
と

か
、
そ
こ
ら
で
ま
ず
悩
ん
で
、
直
面
し
て
大
変
な
事
態
に
な
る
わ
け

で
す
。
そ
し
て
墓
地
の
問
題
に
な
っ
た
と
き
に
、
さ
あ
ど
う
し
よ
う

と
更
に
深
刻
に
な
っ
て
く
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
の
際
に
も

う
少
し
早
く
か
ら
、
菩
提
寺
の
ほ
う
か
ら
も
、
あ
る
い
は
本
家
の
ほ

う
か
ら
も
、
も
し
将
来
万
一
の
と
き
に
は
、
ど
う
ぞ
遠
慮
せ
ず
に
実

家
の
菩
提
寺
の
ほ
う
に
来
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
で
す
よ
と
か
、
そ
の

場
合
に
は
こ
こ
に
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
と
か
、
そ
う
い
う

寺
院
側
も
対
応
で
き
る
ノ
ウ
ハ
ウ
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
既
存

の
檀
家
さ
ん
に
対
し
て
も
そ
う
い
う
概
念
を
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
こ
れ
は
皆
様
の
ほ
う
が
ず
っ
と
ご
専
門
で
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
が
、
葬
式
・
戒
名
（
法
名
）
の
意
義
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
一
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部
の
研
究
者
や
評
論
家
の
間
違
っ
た
理
解
、
及
び
多
く
の
メ
デ
ィ
ア

の
誤
っ
た
扱
い
に
対
し
て
厳
し
く
質
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
私
は
、
た
ま
た
ま
半
年
ほ
ど
前
に
出
ま
し
た
読
売
新

聞
に
戒
名
の
問
題
が
出
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
参
考
の
資
料
と
し
て

ご
用
意
い
た
し
ま
し
た
。
お
手
元
に
配
付
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
の
で
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
大
き
い
資
料
に
な
っ
て
い
る
の

で
し
た
ら
、
右
側
の
ほ
う
は
生
前
戒
名
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま

し
て
、
こ
れ
は
大
変
浄
土
宗
に
と
っ
て
は
、
五
重
の
こ
と
を
考
え
る

と
幾
ら
か
理
解
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
部
分
が
あ
る
な
と
思
え
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
戒
名
の
構
成
例
と
い
う
の
が
右
上
の
ほ
う

に
あ
っ
て
、
院
号
と
い
う
と
こ
ろ
に
、「
元
々
は
身
分
の
高
い
人
を

示
す
尊
称
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
私
は
納
得
が
い
か
な
い
で
す

ね
。
ご
専
門
の
先
生
方
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
た
だ

い
て
い
い
で
す
が
。

　

問
題
は
２
枚
目
で
す
、
左
側
に
「
調
べ
隊
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま

し
て
、
大
き
く
見
出
し
で
『
料
金
不
透
明　

本
来
「
お
布
施
」』
と

書
い
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
戒
名
料

と
い
う
こ
と
で
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
こ

う
い
う
見
出
し
が
合
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
一

番
上
段
の
左
か
ら
３
行
目
あ
た
り
か
ら
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
い
わ

ゆ
る
「
戒
名
料
」
に
つ
い
て
は
、
寺
側
は
あ
く
ま
で
自
主
的
な
「
お

布
施
」
と
い
う
立
場
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
同
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は

「
相
場
が
分
か
ら
ず
困
っ
た
」「
生
前
に
50
万
円
払
っ
て
い
た
の
に
、

葬
儀
当
日
に
20
万
円
求
め
ら
れ
、
結
局
払
っ
た
」
と
い
っ
た
声
も
寄

せ
ら
れ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。

　

宗
教
学
者
・
島
田
裕
巳
さ
ん
と
い
う
、
葬
儀
不
要
論
な
ど
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
方
で
す
が
、「
寺
の
姿
勢
に
不
信
感
」
と
い
う
一
文

に
つ
い
て
は
、
本
来
、
抗
議
す
べ
き
事
柄
で
す
ね
。「
実
態
と
し
て
、

戒
名
は
寺
の
大
き
な
収
入
源
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
お
布
施
だ
と
し

て
き
ち
ん
と
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
。「
院
号
」
な
ど
で
文
字

数
が
増
え
る
と
金
額
が
高
く
な
る
の
も
お
か
し
い
。
死
後
の
世
界
に

ま
で
、
俗
世
の
金
銭
価
値
を
持
ち
込
む
よ
う
で
感
心
し
な
い
。
戒
名

不
要
論
は
、
こ
う
し
た
寺
の
姿
勢
に
対
す
る
不
信
感
か
ら
生
ま
れ
て

い
る
。
仏
教
界
は
戒
名
に
つ
い
て
、
改
め
て
議
論
し
、
内
容
を
オ
ー

プ
ン
に
す
べ
き
だ
。」
と
い
う
内
容
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
続
い
て
、
玄
侑
宗
久
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
な
ど
も
あ
っ

て
、
最
後
に
葬
送
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
碑
文
谷
創
さ
ん
と
い
う
方
が
、

「
都
市
部
の
住
民
に
と
っ
て
、
寺
は
遠
い
存
在
に
な
り
、
仏
教
へ
の

関
心
も
減
っ
て
い
る
。
な
の
に
、
い
ざ
葬
儀
と
な
る
と
立
派
な
戒
名

を
「
安
く
」
欲
し
が
る
と
い
う
の
は
、
都
合
が
良
す
ぎ
る
の
で
は
。
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仏
式
の
葬
式
を
考
え
て
い
る
な
ら
、
ま
ず
は
頼
む
に
足
り
、
相
談
で

き
る
寺
を
探
し
て
み
る
べ
き
だ
。
家
族
の
こ
と
や
家
計
の
こ
と
な
ど

を
話
す
う
ち
に
、
葬
儀
の
意
味
も
分
か
っ
て
く
る
。
戒
名
が
必
要
か

ど
う
か
決
め
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
で
も
遅
く
な
い
。」
な
ど
と
言
っ

て
い
て
、
半
分
は
い
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
な

と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
半
分
は
や
は
り
理
解
さ
れ
て
い
な
い

な
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
記
事
、
あ
る
い
は
島
田
裕
巳
さ
ん
な
ど
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
著
書
の
中
で
葬
式
不
要
論
や
、
戒
名
に
対
す
る
大
き
な
批
判

が
よ
く
載
っ
て
お
り
ま
す
が
、
や
は
り
こ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
、

仏
教
界
は
、
あ
る
い
は
浄
土
宗
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
本
来
の
意
味

と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
と
考
え
て
、
葬
式
、
葬
儀
の
意
義
、
戒
名
、

法
名
の
意
義
を
浄
土
宗
と
し
て
共
有
化
で
き
る
バ
イ
ブ
ル
を
持
つ
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
。
家
族
葬
や
直
葬
、
葬
式
不
要
論
な
ど
に
、
そ
う

い
う
意
味
で
し
っ
か
り
と
反
論
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
法
式
の
先
生
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、

浄
土
宗
の
葬
式
、
葬
儀
は
、
枕
経
か
ら
通
夜
、
迎
葬
、
告
別
式
、
拾

骨
式
、
寺
詣
ま
で
の
、
こ
れ
は
地
域
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
全
体
を
指
す
こ
と
の
認
識
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
式
に
つ

い
て
の
意
味
を
共
有
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
戒
名
（
法
名
）
と
は
本
来
、
授
戒
会
や
五
重
相
伝
会

で
授
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
共
有
す
べ
き
で
あ
り
ま

し
て
、
同
時
に
「
院
号
」
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
を
共
有
す
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。
院
号
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
専
門
の
先
生
方
か
ら
の

ご
解
説
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
院
と
は
、
も
と
も
と
寺
院
の
境

内
に
塔
頭
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
塔
頭
の
更
に

淵
源
は
、
イ
ン
ド
等
の
、
こ
こ
に
山
極
学
長
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
が
、
ス
ツ
ー
パ
ー
と
い
う
ん
で
す
か
ね
、
そ
う
い
う
塔
を
建
立

を
し
て
供
養
す
る
。
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
し
て
、
檀
家

さ
ん
の
中
で
、
生
前
に
寺
院
の
運
営
に
貢
献
の
あ
っ
た
方
に
対
し
て
、

院
を
建
て
て
ご
供
養
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
で

す
か
ら
、
境
内
の
中
に
塔
頭
と
い
う
も
の
が
、
知
恩
院
の
山
内
に
も

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
し
、
塔
頭
と
い
う
も
の
は
室
町
時
代
の
中
期
ぐ

ら
い
か
ら
各
本
山
で
、
禅
宗
寺
院
に
お
い
て
も
た
く
さ
ん
発
展
を
し

て
い
き
ま
す
が
、
多
く
の
場
合
は
、
そ
の
本
山
の
住
持
の
方
の
隠
居

寺
院
だ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
檀
家
の
中
に
お
け
る
貢
献
の
あ

っ
た
人
の
供
養
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
ケ
ー
ス
な
ど
で
発
展
を
し
て

い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
本
来
は
、
何
々
院
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、

何
々
院
と
い
う
院
号
は
そ
う
簡
単
に
お
つ
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
は
な
く
て
、
当
然
そ
の
よ
う
な
意
味
に
か
な
っ
た
方
に
の
み
お
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つ
け
す
る
わ
け
だ
と
私
は
理
解
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
間
違
い
で
し

た
ら
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
ら
と
思
い
ま
す
が
、
全
く
そ
の
よ
う
な
理

解
は
、
社
会
一
般
で
は
な
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
理
解
さ
れ
て
お

り
ま
せ
ん
。
院
号
と
い
う
の
は
、
院
号
料
を
取
っ
て
つ
け
ら
れ
る
も

の
だ
と
い
う
ぐ
ら
い
に
思
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と

を
し
っ
か
り
と
解
説
す
る
能
力
と
い
う
も
の
を
、
浄
土
宗
教
師
は
共

有
し
て
持
つ
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
熱
く
な
っ
て
つ
い
語
っ
て
し
ま
う
ん
で
す

が
、
お
通
夜
の
席
で
、
僧
侶
は
必
ず
法
話
を
す
べ
き
だ
と
私
は
考
え

ま
す
。
ど
れ
だ
け
短
い
法
話
で
あ
っ
て
も
、
同
称
十
念
を
し
て
、
ご

遺
族
の
皆
さ
ん
に
お
悔
や
み
を
言
う
だ
け
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
を
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
読
経
は
効
果
音
に
過
ぎ
ず
、
別
段
菩

提
寺
の
僧
侶
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
い
ず
れ
は
僧
侶
の
役
割
は
必
要

な
い
も
の
と
な
っ
て
、
社
会
か
ら
退
場
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
思
い

ま
す
。
も
う
葬
儀
場
で
葬
儀
屋
さ
ん
は
十
分
い
ろ
い
ろ
な
演
出
を
し

て
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
、
僧
侶
の
読
経
に
替
わ
り
各
宗
取

り
そ
ろ
え
た
Ｃ
Ｄ
が
流
れ
る
時
代
が
そ
う
遠
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

東
京
を
は
じ
め
大
都
市
部
で
は
、
葬
儀
自
身
の
形
態
が
大
き
く
様
変

わ
り
し
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
り
ま
す
し
、
こ
れ
は
既
成
教
団
、

仏
教
教
団
全
体
が
大
変
な
危
機
的
状
況
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
葬
儀

ば
か
り
が
何
も
仏
教
の
活
動
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
、

や
は
り
命
の
あ
り
方
を
説
い
て
い
く
立
場
か
ら
行
く
と
、
死
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
避
け
ら
れ
な
い
我
が
身
の
あ
り
方
に
つ
い
て
法
を
説

い
て
い
く
場
合
、
通
夜
・
葬
儀
こ
そ
最
も
大
事
な
場
だ
と
思
い
ま
す

し
、
そ
う
い
う
も
の
に
必
要
な
い
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
能
化
の
仏
教

で
し
か
な
く
な
り
ま
す
。
信
者
に
対
し
て
そ
う
い
う
意
味
で
、
正
確

な
宗
義
等
の
解
説
が
で
き
る
教
師
の
能
力
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
か
ら
残
り
の
時
間
は
、
青
少
年
教
育
と
い
う
立
場
か
ら
家

族
・
家
庭
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
実
際
に
浄
土
宗
教
師
が
今
後
果
た

し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
能
力
を
養
う
に
は
ど
う
し
て
い
っ
た
ら
い

い
か
と
い
う
、
宗
侶
養
成
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
を
少
し

述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
信
者
、
檀
家

さ
ん
の
高
学
歴
化
の
進
展
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
職
業

僧
侶
を
求
め
る
時
代
か
ら
、
知
識
基
盤
社
会
へ
と
急
速
に
進
展
し
て

い
る
今
日
、
他
の
業
種
、
業
界
の
動
向
に
乗
り
遅
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

　

ご
存
じ
の
と
お
り
、
我
が
国
は
既
に
、
専
門
学
校
を
合
わ
せ
ま
し

て
、
７
割
を
超
え
る
進
学
率
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
韓
国
は
８

割
で
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
８
割
に
近
い
国
民
が
高
等
教
育
を
受
け
る
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時
代
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
な
っ
た
と
き
に
、
今
の
制
度
で

浄
土
宗
教
師
が
養
成
さ
れ
る
だ
け
で
よ
ろ
し
い
か
と
、
私
は
疑
問
に

思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
や
は
り
、
高
学
歴
化
と
い
っ
て
も
大
学

を
卒
業
す
る
の
が
高
学
歴
化
と
言
わ
な
い
時
代
に
な
り
ま
す
。
８
割

の
方
が
専
門
学
校
や
大
学
を
出
る
、
あ
る
い
は
大
学
院
を
出
る
時
代

に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
僧
侶
が
知
識
基
盤
社
会
の
中
で
、

知
識
を
も
っ
て
ま
ず
は
説
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
檀
家
さ
ん

に
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
か
。
他
の
業
種
、
業
界
に
お
い

て
は
、
例
え
ば
、
弁
護
士
、
医
師
、
こ
の
た
び
こ
の
後
触
れ
ま
す
が
、

中
学
校
、
高
等
学
校
、
小
学
校
の
教
師
は
、
大
学
院
レ
ベ
ル
化
を
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
大
変
な
話
で
す
。
そ
う
し
た
と
き

に
、
僧
侶
だ
け
が
大
学
を
出
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
、
高
等
教
育
を

受
け
な
く
て
も
な
れ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
、
本
当
に
皆
が
教
団

一
致
し
て
檀
信
徒
の
布
教
に
、
あ
る
い
は
解
説
に
当
た
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
地
域
、
社
会
活
動
等

の
面
で
指
導
的
役
割
を
、
檀
家
さ
ん
か
ら
も
信
者
さ
ん
か
ら
も
求
め

ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
知
識
の
教
授
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
浄
土
三
部
経
、
選
択
集
、
一
枚
起

請
文
の
簡
単
な
解
説
が
で
き
る
力
、
あ
る
い
は
、
葬
式
（
葬
儀
）、

戒
名
や
法
名
、
授
戒
会
、
五
重
相
伝
の
意
義
に
つ
い
て
の
こ
と
を
解

説
す
る
能
力
、
地
域
・
社
会
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
社
会
実

践
の
意
義
、
そ
の
実
践
力
を
指
導
で
き
る
能
力
、
こ
う
い
う
も
の
を

僧
侶
で
あ
る
以
上
、
皆
が
一
定
の
も
の
は
担
保
、
確
保
し
な
け
れ
ば
、

こ
れ
か
ら
の
仏
教
教
団
、
も
ち
ろ
ん
浄
土
宗
教
団
と
し
て
は
、
難
し

い
時
代
が
す
ぐ
そ
こ
に
ま
で
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
宗
侶
養
成
の
方
向
と
い
た
し
ま
し
て
、
こ
れ
は
私
の
提

言
で
あ
り
ま
す
が
、
中
央
教
育
審
議
会
の
動
向
を
か
ん
が
み
な
が
ら

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
平
成
17
年
に
答
申
が
出
ま
し
て
、

「
我
が
国
の
高
等
教
育
の
将
来
像
」
と
い
う
も
の
が
出
ま
し
た
。
こ

れ
は
21
世
紀
を
知
識
基
盤
社
会
と
定
義
し
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、

21
世
紀
は
８
割
近
い
方
々
が
高
等
教
育
を
受
け
る
時
代
に
な
る
の
で
、

我
が
国
が
健
全
な
社
会
を
建
設
し
て
い
く
上
に
お
い
て
は
、
知
識
こ

そ
最
も
基
盤
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
答
申
で
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
高
等
教
育
の
多
様
な
機
能
と
個
性
・
特
色
の
明
確

化
と
い
う
も
の
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ

ま
し
た
機
能
別
分
化
、
私
立
大
学
が
建
学
の
精
神
に
基
づ
く
教
育
を

さ
ら
に
特
色
化
を
持
っ
て
進
め
る
べ
き
だ
と
論
じ
た
点
で
す
。
そ
し

て
、
そ
の
教
育
の
質
の
保
証
を
し
っ
か
り
と
や
り
な
さ
い
。
質
の
保

証
と
は
、
そ
の
一
時
代
昔
で
あ
れ
ば
、
エ
リ
ー
ト
教
育
と
し
て
選
ば

れ
た
者
だ
け
が
大
学
教
育
を
受
け
て
い
た
け
れ
ど
も
、
多
く
の
皆
さ
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ん
が
高
等
教
育
を
受
け
る
以
上
、
国
民
の
８
割
の
方
に
高
等
教
育
を

提
供
し
、
未
来
を
託
す
る
知
識
基
盤
社
会
と
し
て
い
く
に
は
、
国
民

の
皆
さ
ん
に
し
っ
か
り
と
し
た
質
の
保
証
を
伴
う
高
等
教
育
を
提
供

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
来
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ

を
受
け
て
、
平
成
20
年
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
に
、
デ
ィ
プ
ロ
マ

ポ
リ
シ
ー
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ポ
リ
シ
ー
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ポ
リ
シ

ー
と
い
う
三
つ
の
方
針
を
定
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
こ
の
た
び
、
平
成
24
年
３
月
26
日
、
中
央
教
育
審
議
会
大
学
分

科
会
と
大
学
教
育
部
会
、「
審
議
の
ま
と
め
」
と
い
う
も
の
が
出
ま

し
て
、「
予
測
困
難
な
時
代
に
お
い
て
生
涯
学
び
続
け
、
主
体
的
に

考
え
る
力
を
育
成
す
る
大
学
へ
」
と
い
う
ま
と
め
が
出
ま
し
た
。
こ

れ
は
非
常
に
よ
く
で
き
て
お
り
ま
し
て
、
生
涯
学
び
続
け
主
体
的
に

考
え
る
力
を
育
成
す
る
と
い
う
概
念
な
ん
で
す
。

　

生
涯
国
民
は
学
び
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
し
て
、
主
体
的

に
考
え
る
力
を
持
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
い
け
ま
せ
ん
よ
と
い
う
こ
と

を
言
っ
て
お
り
ま
し
て
、
僧
侶
の
み
が
生
涯
学
び
続
け
ず
、
主
体
的

に
考
え
る
力
を
育
成
で
き
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
21
世
紀
が
知
識

基
盤
社
会
と
し
て
ど
ん
ど
ん
質
保
証
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、
そ

の
役
割
を
到
底
果
た
す
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
つ
い
先
日
８
月
28
日
、
中
央
教
育
審
議
会
と
し
て
、

「
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育
の
質
的
転
換
に
向
け
て
」、

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
こ
こ
で
も
や
は
り
同
じ
よ
う
に
、「
生
涯
学
び
続

け
、
主
体
的
に
考
え
る
力
を
育
成
す
る
大
学
へ
」
の
答
申
が
正
式
に

行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
最
近

の
学
生
は
、
日
本
の
学
生
は
、
非
常
に
勉
強
し
な
く
な
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
学
修
時
間
を
増
加
し
、
確
保
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い

か
と
い
う
こ
と
を
論
点
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
１
単
位

を
修
得
す
る
の
に
、
本
来
は
45
時
間
の
学
修
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
が
、
授
業
時
間
の
学
修
だ
け
で
あ
っ
て
、
授
業
時
間
以
外
の
事

前
・
事
後
の
学
修
が
し
っ
か
り
と
な
さ
れ
て
い
な
い
。
45
時
間
行
う

に
は
、
当
然
家
庭
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
30
時
間
を
、
家
庭
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
、
授
業
時
間
以
外
で
す
か
ら
、
先
生
の
研
究
室
、
あ

る
い
は
、
授
業
以
外
の
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
お
け
る
学
修
も
あ
っ
て
い

い
わ
け
で
す
が
、
合
わ
せ
て
30
時
間
を
確
保
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
に
、
15
時
間
の
授
業
し
か
し
て
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
韓
国
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
、
東
ア
ジ
ア
な
ど
の

数
々
の
国
々
の
学
修
時
間
の
平
均
が
出
て
お
り
ま
し
て
、
日
本
は
こ

の
な
か
で
相
当
低
い
ん
で
す
。
こ
れ
も
こ
こ
10
年
で
半
減
し
た
ん
で

す
。
こ
れ
は
、
文
部
科
学
省
が
進
め
た
ゆ
と
り
教
育
と
い
う
も
の
が

そ
う
さ
せ
た
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
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と
が
今
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、

恐
ら
く
こ
う
い
う
よ
う
な
答
申
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
受

け
て
こ
れ
か
ら
法
整
備
を
し
て
い
こ
う
と
い
う
よ
う
に
な
る
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
学
修
時
間
を
し
っ
か
り
と
担
保
し
ま
し
ょ

う
と
い
う
こ
と
と
い
う
の
は
、
結
局
知
識
基
盤
社
会
を
つ
く
っ
て
い

く
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
で
す
よ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

そ
れ
を
受
け
て
我
が
浄
土
宗
の
教
師
養
成
課
程
に
関
し
て
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
言
い
忘
れ
ま
し
た
。
レ
ジ
ュ
メ
の
３
ペ
ー

ジ
の
一
番
下
で
す
ね
。
教
員
養
成
課
程
の
改
定
で
す
。
こ
れ
は
動
向

と
一
応
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
資
料
を
つ
く
っ
た
と
き
に
し
て
お
き
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
中
教
審
と
し
て
は
結
論
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
修
士
レ
ベ
ル
化
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
レ
ベ
ル
化
と

な
っ
た
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
の
で
し
て
、
実
は
、
最
初
文
部
科
学

省
か
ら
出
て
い
た
の
は
、
現
在
の
政
権
の
枠
組
み
の
中
で
出
た
も
の

は
、
修
士
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

幼
稚
園
教
諭
か
ら
高
等
学
校
の
教
諭
ま
で
、
す
べ
て
の
教
員
免
許
は
、

大
学
院
を
修
了
す
る
者
に
し
か
与
え
な
い
と
、
一
応
そ
う
い
う
制
度

設
計
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
ま
あ
い
ろ
い
ろ
な
委
員
の
人
た
ち
の

反
対
の
声
を
反
映
し
て
、「
生
涯
学
び
続
け
」
と
い
う
そ
の
概
念
に

落
と
し
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
学
を
出
た
者
に
は
普
通
免
許
状
、

そ
し
て
大
学
院
レ
ベ
ル
を
、
レ
ベ
ル
と
い
う
の
は
、
大
学
院
で
修
め

る
内
容
と
同
じ
内
容
の
も
の
を
修
得
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
す
な
わ
ち
単
位
の
累
積
な
ど
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
つ
ま
り
、
教
員
養
成
に
お
い
て
は
、
修
士
レ
ベ
ル
化
を
修

了
し
た
者
に
基
礎
免
許
状
、
そ
し
て
さ
ら
に
管
理
職
な
ど
を
目
指
す

人
に
専
門
免
許
状
と
い
う
よ
う
に
区
分
け
を
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
生
涯
学
び
続
け
る
教
員
を
支
援
す
る
仕
組
み
の
導
入
で
す

ね
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
生
涯
向
上
心
を
持
っ
て
学
び
続
け
よ
う
と

す
る
浄
土
宗
教
師
の
育
成
と
、
研
修
シ
ス
テ
ム
の
導
入
と
い
う
こ
と

が
浄
土
宗
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
が
申
し

述
べ
た
い
社
会
の
動
向
で
あ
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
浄
土
宗
教
師
に
も
教
員
養
成
の
よ
う
な
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
時
代
が
す
ぐ
に
そ
こ
ま
で
来
て
い
ま
す
。
中
学
校
、
高
等
学
校
、

小
学
校
の
教
師
に
は
、
全
員
に
修
士
レ
ベ
ル
化
が
求
め
ら
れ
て
い
き

ま
す
。
現
在
、
修
士
レ
ベ
ル
化
に
な
い
方
々
に
対
し
て
も
研
修
を
行

っ
て
、
修
士
レ
ベ
ル
と
同
様
の
も
の
を
求
め
て
い
き
ま
す
。
そ
う
な

っ
た
と
き
に
、
つ
ま
り
、
指
導
層
に
あ
る
者
が
、
修
士
レ
ベ
ル
化
で

な
く
て
、
本
当
に
知
識
基
盤
社
会
の
指
導
的
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
考
を
要
す
る
の
で
は
な
い
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か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

宗
侶
研
修
制
度
の
確
立
と
い
う
こ
と
を
次
に
挙
げ
ま
し
た
が
、
こ

れ
も
、
生
涯
学
び
続
け
る
と
い
う
概
念
に
お
い
て
、
現
在
宗
務
庁
さ

ん
の
ほ
う
で
、
生
涯
学
び
続
け
る
浄
土
宗
教
師
像
と
い
う
も
の
に
沿

っ
た
形
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
く
時
機
に
か
な

っ
た
方
向
性
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
教
師
を
養
成
す
る
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
は
、
ま
だ
社
会
の
動
向
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
か
な
と
、

私
な
り
に
感
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
職
業
僧
侶
か
ら
指
導
僧
侶
へ
の
転
換
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
つ
ま
り
、
技
術
養
成
型
か
ら
知
識
学
習
型
、
体
験
学
習
型
の

僧
侶
を
目
指
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
浄
土
宗
で
も
技
術

養
成
と
い
う
の
に
大
変
重
き
を
置
い
て
い
る
部
分
が
あ
る
か
と
思
い

ま
す
が
、
技
術
養
成
を
必
要
と
す
る
部
分
も
大
い
に
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
し
か
し
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
は
、
徐
々
に
仏
事
を
し
っ
か
り

と
こ
な
し
て
く
れ
る
お
坊
さ
ん
を
求
め
て
い
る
よ
う
で
は
あ
り
ま
す

が
、
ど
う
も
広
く
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う

な
知
識
基
盤
社
会
と
な
っ
た
と
き
に
、
欲
求
を
満
た
し
て
く
れ
る
僧

侶
の
方
を
求
め
て
く
る
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
ま
す
。
だ
か
ら
、
技
術

だ
け
幾
ら
持
っ
て
い
て
も
、
質
問
し
た
こ
と
に
的
確
に
答
え
て
く
れ

な
い
お
坊
さ
ん
は
別
に
魅
力
を
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ

な
ら
、
本
人
が
大
学
院
を
出
て
、
少
々
の
宗
教
的
知
識
は
み
ん
な
持

っ
て
い
ま
す
の
で
。
三
部
経
ぐ
ら
い
は
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
い
る
と
い

う
よ
う
な
方
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
方
に
、
し
っ
か
り
と

僧
侶
の
ほ
う
が
答
え
ら
れ
な
く
て
「
私
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
ん

で
す
」
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
時
代
が
す
ぐ
来
る
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　

女
性
教
師
の
育
成
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
の
到
来
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
宗
内
に
も
求
め

ら
れ
て
く
る
こ
と
と
思
い
ま
す
の
で
、
女
性
教
師
を
ど
の
よ
う
に
し

て
育
成
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
言
え
ば
、
ペ
ー
パ
ー
教
師
の
排
除
。
ド
ラ
イ

バ
ー
の
免
許
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
資
格
は
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も

宗
教
活
動
は
一
度
も
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
お
坊
さ
ん
も
、

や
は
り
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
ぞ
れ
皆
さ
ん
い
ろ
い
ろ
な
お
立
場

が
あ
り
ま
す
の
で
、
当
然
生
活
の
様
式
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

し
か
し
ペ
ー
パ
ー
だ
け
で
生
涯
終
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
そ
う

い
う
方
は
、
教
師
に
な
ら
れ
な
い
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
安
易

な
入
門
を
許
可
す
る
こ
と
を
見
直
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
少
し
こ
の
枠
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
お
許
し
を
い
た
だ
い
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て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
今
日
の
社
会
の
そ
う
い
う
情

勢
に
浄
土
宗
だ
け
が
外
れ
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
宗
内
情
報

を
詳
細
に
信
者
に
も
公
開
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は

寺
院
も
教
団
も
で
す
。
ど
こ
ま
で
を
公
開
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
の

は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
学
に
お
い
て
も
、

財
務
情
報
な
ど
は
ど
こ
ま
で
は
公
表
で
き
る
け
れ
ど
も
、
ど
れ
よ
り

先
は
各
法
人
の
政
策
、
考
え
に
よ
っ
て
公
表
す
る
と
い
う
、
い
ろ
い

ろ
な
ラ
イ
ン
と
い
う
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
情
報

公
開
、
公
表
が
こ
れ
ほ
ど
求
め
ら
れ
て
き
た
時
代
に
、
や
は
り
信

者
・
檀
家
さ
ん
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
形
で
理
解
を
促
し
て
い
く
上
に

も
、
情
報
公
開
と
い
う
も
の
は
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
だ
と

思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
建
設
に
積
極
的
で
あ
る
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。
真
宗
も
随
分
こ
の
こ
と
を
話
題
に
し
て
く
る
よ
う
に

よ
う
や
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
浄
土
宗
は
早
く
か
ら
、
宗

祖
が
女
人
往
生
を
説
か
れ
た
と
き
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
テ
ー

マ
と
し
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
浄
土
宗
こ
そ
男
女
共
同
参

画
社
会
に
積
極
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

異
文
化
共
生
の
社
会
建
設
に
も
寛
容
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
浄
土
宗
が
非
常
に
早
く
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
か
と
思

い
ま
す
が
、
や
は
り
檀
家
さ
ん
の
中
に
も
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
方
が
お

嫁
さ
ん
に
来
ら
れ
て
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
中
に
異
文
化
が
入
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
こ

と
に
や
は
り
寛
容
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ど

う
し
て
も
文
化
継
承
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
排
斥
ム
ー
ド
と
い
う

の
が
あ
る
部
分
と
い
う
の
は
否
め
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
不
幸
に
も
お
嫁
さ
ん
に
せ
っ
か
く
来
て
頑
張
っ
て
く
れ
て
た

の
に
、
そ
の
輪
の
中
に
入
れ
ず
に
帰
っ
て
い
か
れ
た
と
い
う
よ
う
な

例
も
幾
つ
か
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、
仏
教
界
諸
宗
派
の
特
色
を
活
か
し
な
が
ら
、
緩
や
か

な
統
合
を
目
指
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
浄
土
宗
と
か
浄
土

宗
西
山
派
と
か
真
宗
と
か
言
う
て
な
く
て
、
も
ち
ろ
ん
全
面
的
に
教

義
と
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
統
合
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す

が
、
社
会
活
動
や
あ
る
い
は
布
教
の
面
で
、
相
当
の
部
分
で
接
点
が

あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
緩
や
か
な
統
合
と
い
う
の
が
、
私
は
家
族
・

家
庭
の
と
こ
ろ
で
も
用
い
た
言
葉
で
す
が
、
緩
や
か
な
統
合
と
い
う

も
の
を
仏
教
界
全
体
で
な
す
こ
と
が
も
っ
と
進
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、

よ
り
強
く
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
コ
メ
ン
ト
を
発
信
し
た
り
、
あ
る
い

は
活
動
を
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
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レ
ジ
ュ
メ
に
は
用
意
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
１
点
、
３
・
11
後
の

震
災
へ
の
対
応
と
い
う
点
で
、
そ
の
他
と
し
て
発
言
を
お
許
し
い
た

だ
く
と
す
る
な
ら
ば
、
浄
土
宗
に
か
か
わ
ら
ず
仏
教
教
団
全
体
が
、

私
ど
も
の
学
校
も
実
に
小
規
模
校
で
は
あ
り
ま
す
が
、
仙
台
の
大
島

と
い
う
と
こ
ろ
の
特
定
の
集
落
に
、
昨
年
と
今
年
と
継
続
し
て
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
参
加
し
た
女
子
学

生
は
、
皆
感
動
し
な
が
ら
貢
献
で
き
る
喜
び
を
そ
の
集
落
の
人
々
と

と
も
に
し
て
帰
っ
て
き
て
く
れ
て
お
り
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情

で
行
け
な
い
学
生
さ
ん
は
カ
ン
パ
を
し
て
、
そ
の
学
生
さ
ん
の
生
活

費
や
交
通
費
な
ど
に
充
て
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

き
っ
と
、
東
北
の
い
ろ
い
ろ
な
地
域
で
、
今
も
復
興
に
大
変
な
思

い
を
さ
れ
て
い
る
浄
土
宗
の
関
係
の
方
々
が
多
く
お
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
が
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
お
寺
で
、
檀
信
徒
に
そ
う
い
う
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
隊
員
を
募
っ
て
、
あ
る
い
は
自
分
の
と
こ
ろ
の
お
寺
だ
け
で

難
し
か
っ
た
ら
、
そ
の
組
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
教
区
で
あ
っ
た

り
、
い
ろ
い
ろ
な
単
位
で
浄
土
宗
同
士
、
東
北
の
中
の
菩
提
寺
さ
ん

の
お
檀
家
さ
ん
の
関
係
者
の
と
こ
ろ
に
、
支
援
隊
を
派
遣
す
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
、
浄
土
宗
同
士
の
お
念
仏
の
中
で
生
か
さ
れ
る
同

士
で
助
け
合
う
こ
と
と
し
て
や
れ
た
ら
、
大
変
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ

な
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。
私
の
許
さ
れ
る
範
囲
で
一
生
懸
命
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
な
か
な
か
許
さ
れ
る
範
囲

と
い
う
の
が
そ
う
広
く
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
努
力
が
足

り
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
時
間
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ま
と
め
と
い
た
し
ま
し
て
大

遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
し
て
提
唱
す
る
事
項
を
５
点
挙
げ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
１
点
は
、
縷
々
申
し
述
べ
ま
し
た
こ
と
に
よ

り
ま
し
て
、
家
族
・
家
庭
を
「
ゆ
る
や
か
な
個
の
統
合
」、
個
と
個

の
絆
、
ゆ
る
や
か
な
統
合
と
い
う
具
合
に
定
義
し
た
檀
家
制
度
の
見

直
し
と
い
う
も
の
を
必
要
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ま
す
。
分
家

や
独
居
者
及
び
後
継
者
不
在
者
の
需
要
に
応
じ
た
国
内
開
教
の
重
要

性
。
こ
れ
は
国
内
開
教
と
い
う
こ
と
に
何
も
限
定
せ
ず
と
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
寺
院
の
今
後
の
布
教
の
あ
り
方
や
、
葬
儀
や
墓
地
な
ど
の
運

営
の
仕
方
の
際
に
、
分
家
や
独
居
者
、
後
継
者
不
在
者
の
需
要
に
応

じ
た
対
応
と
い
う
も
の
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

葬
式
・
戒
名
（
法
名
）
の
意
義
、
お
よ
び
教
義
理
解
の
重
要
性
の

認
識
と
、
そ
の
解
説
能
力
の
向
上
。
こ
れ
は
浄
土
宗
教
師
に
あ
る
者

が
皆
共
有
し
て
こ
の
こ
と
に
真
剣
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
解
説
能
力
の
向
上
を
そ
れ
ぞ
れ
が
自
覚
し
て
行
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
ま
た
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
生
涯
学

び
続
け
る
研
修
制
度
の
中
で
、
十
分
に
こ
れ
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
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で
き
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
は
４
番
目
に
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、

宗
侶
養
成
の
面
に
お
い
て
も
、
職
業
僧
侶
か
ら
指
導
僧
侶
を
目
指
す

た
め
に
、
修
士
レ
ベ
ル
化
を
必
修
と
す
る
よ
う
な
こ
と
を
思
い
切
っ

て
考
え
て
い
く
時
代
が
到
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、「
家
庭
に
み
仏
の
光
を
」
の
実
現
に
は
、
新
し
い
時
代

に
お
け
る
「
ゆ
る
や
か
な
個
の
統
合
」
を
前
提
と
し
た
家
族
・
家
庭

に
、
共
通
の
精
神
的
支
柱
を
持
つ
こ
と
の
で
き
る
生
活
様
式
を
模
索

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
仏
壇
を
設
置

し
、
念
仏
を
し
、
祖
先
を
敬
う
と
い
う
こ
と
が
常
態
化
す
る
こ
と
に

繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ど
れ
だ
け
小
さ
な
住
居
で
あ

っ
て
も
、
別
に
立
派
な
仏
壇
を
置
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な

く
て
、
小
さ
な
崇
拝
を
す
る
共
有
の
対
象
の
物
を
持
つ
と
い
う
こ
と

を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
そ
の
こ
と
が
や
は
り
分
家

さ
ん
と
か
、
独
居
者
と
か
い
ろ
い
ろ
な
そ
う
い
う
従
来
の
観
念
か
ら

す
る
と
外
さ
れ
て
い
た
、
檀
家
制
度
と
い
う
面
で
外
さ
れ
て
い
る
部

分
の
人
た
ち
を
も
含
め
て
、
し
っ
か
り
と
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

恐
ら
く
21
世
紀
、
そ
の
よ
う
な
家
族
・
家
庭
の
形
態
が
激
変
を
す

る
状
況
が
目
の
当
た
り
に
あ
り
ま
す
の
で
、
私
に
与
え
ら
れ
た
こ
の

恐
れ
多
い
テ
ー
マ
を
ど
の
よ
う
な
視
点
に
お
い
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ

う
か
と
思
っ
た
際
、
青
少
年
教
育
の
あ
り
方
と
し
て
、
私
が
た
ま
た

ま
こ
の
数
年
就
い
て
お
り
ま
す
こ
の
職
の
立
場
か
ら
述
べ
る
よ
う
に

と
い
う
仰
せ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
中
教
審
の
動
向
な
ど
も
併
せ

ま
し
て
、
今
後
の
浄
土
宗
が
教
学
的
に
８
０
０
年
大
遠
忌
後
、
布
教

あ
る
い
は
宗
侶
養
成
と
い
う
も
の
に
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
か
と
い
う
所
感
を
、
私
見
を
交
え
な
が
ら
述
べ
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
て
、
私
の
務
め
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

本
日
は
、
大
変
拙
な
い
話
に
か
か
わ
り
ま
せ
ず
、
最
後
ま
で
ご
清

聴
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、

終
了
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。（
拍
手
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
称
十
念
）

　

司
会　

中
野
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　

	
８
０
０
年
大
遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望

	

■
パ
ネ
ラ
ー	

	

長
谷
川
匡
俊

	
	

佐
藤
晴
輝

	
	

清
水
秀
浩

	
	

袖
山
榮
輝

	

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー	

藤
本
淨
彦

　

司
会　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
少
し
予
定
時
間
か
ら
遅
く
な
り
ま
し

た
が
、
こ
れ
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

始
ま
る
前
に
、
一
言
だ
け
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

私
、
華
頂
短
期
大
学
の
榎
本
と
申
し
ま
し
て
、
開
催
校
と
い
う
こ
と

で
、
実
行
委
員
長
と
い
う
お
役
目
を
頂
戴
い
た
し
て
お
り
ま
し
て
、

本
日
と
明
日
、
こ
の
よ
う
な
司
会
の
よ
う
な
も
の
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

　

大
変
お
聞
き
苦
し
い
点
が
多
々
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
が
、
何
と
ぞ

ご
寛
容
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
８
０
０
年
大
遠
忌
後
の

浄
土
宗
の
課
題
と
展
望
」
と
い
う
こ
と
で
始
め
て
い
た
だ
き
た
い
と

存
じ
ま
す
が
、
ま
ず
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
藤
本
先
生
の
ほ
う
か

ら
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
、
並
び
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ネ
ラ

ー
の
ご
紹
介
も
含
め
て
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

藤
本　

皆
様
方
、
ご
一
緒
に
、
同
称
十
念
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
称
十
念
）
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皆
様
方
、
こ
ん
に
ち
は
。
宗
門
の
諸
大
徳
方
、
法
務
等
に
大
変
お

忙
し
い
中
、
こ
う
し
て
総
合
学
術
大
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
参
集

い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
大
役
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
、
山
口
教
区

西
蓮
寺
住
職
を
務
め
て
お
り
ま
す
、
ま
た
、
総
合
研
究
所
の
所
長
の

任
を
務
め
て
お
り
ま
す
藤
本
淨
彦
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

大
変
浅
学
非
才
な
者
で
あ
り
ま
す
が
、
皆
様
方
の
ご
協
力
を
頂
戴

し
て
、
本
日
と
明
日
と
続
く
ロ
ン
グ
ラ
ン
の
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
進
行
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
、
ご
協

力
と
お
引
き
立
て
、
お
引
き
回
し
を
お
願
い
い
た
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
拍
手
）

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

ご
案
内
の
と
お
り
、
今
回
の
大
会
テ
ー
マ
は
「
８
０
０
年
大
遠
忌

後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望
」
で
す
。
東
日
本
大
震
災
の
惨
禍
が
発

生
し
ま
し
て
、
心
痛
む
思
い
の
中
で
、
昨
年
秋
か
ら
今
秋
に
か
け
ま

し
て
、
私
ど
も
は
、
宗
祖
法
然
上
人
８
０
０
年
大
遠
忌
を
感
慨
深
く

厳
修
し
、
宗
祖
、
宗
門
へ
の
報
恩
と
と
も
に
、
21
世
紀
現
代
に
、
浄

土
宗
信
行
の
重
要
な
役
割
を
僧
俗
と
も
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
た
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

　

現
今
の
時
代
状
況
に
目
を
移
し
ま
す
と
、
種
々
の
課
題
に
直
面
し

て
い
る
こ
と
に
、
そ
の
視
点
か
ら
、
昨
年
９
月
の
大
正
大
学
に
お
け

る
合
同
会
議
以
後
、
教
学
院
、
布
教
師
会
、
法
式
教
師
会
、
総
合
研

究
所
の
代
表
者
会
議
等
を
経
ま
し
て
検
討
さ
れ
た
結
果
、
今
大
会
は

「
８
０
０
年
大
遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望
」
を
テ
ー
マ
と
し

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

今
、
皆
様
方
が
快
く
お
い
で
の
よ
う
に
、
こ
の
京
都
華
頂
大
学
の

す
ば
ら
し
い
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
で
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
が
、
先
ほ
ど
、
学
長
で
あ
ら
れ
教
学
院
理
事
で
あ
ら
れ
ま
す
中
野

正
明
先
生
よ
り
、
特
に
私
た
ち
の
浄
土
宗
21
世
紀
劈
頭
宣
言
が
示
唆

す
る
方
向
の
も
と
で
、
教
育
の
実
践
理
念
と
、
そ
れ
を
基
調
と
す
る

人
材
養
成
に
献
身
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
立
場
か
ら
、
重
宝
な
基
調
講

演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

特
に
、
都
市
化
さ
れ
た
社
会
、
高
齢
化
、
過
疎
化
の
ひ
ず
み
が
も

た
ら
す
諸
問
題
を
提
起
し
て
く
だ
さ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
浄

土
門
の
課
題
、
浄
土
門
僧
侶
の
あ
り
方
、
資
質
、
役
割
な
ど
を
積
極

的
に
改
革
、
改
善
し
て
い
く
方
策
を
も
提
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
そ
の
基
調
講
演
と
と
も
に
、
大
会
テ
ー

マ
を
受
け
ま
し
て
、
教
学
院
、
布
教
師
会
、
法
式
教
師
会
、
総
合
研
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究
所
に
関
係
さ
れ
て
お
ら
れ
る
先
生
方
か
ら
、
よ
り
一
層
の
具
体
的
、

現
場
的
着
想
の
も
と
で
の
ご
意
見
を
頂
戴
し
、
こ
こ
に
ご
出
席
の
皆

様
方
と
と
も
に
意
見
や
理
解
を
積
極
的
に
交
換
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
進
行
方
法
に
つ
き
ま
し
て
、
お
願

い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
日
の
第
１
回
目
は
、
４
人
の
先
生
方
か
ら
ご
意
見
を
頂
き
ま
す
。

お
１
人
の
持
ち
時
間
は
20
分
、
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
の
ご
発
表
の
後

で
、
時
間
が
あ
れ
ば
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
、
簡
単
に
本
日

の
要
点
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
も
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
発
表
レ
ジ
ュ
メ
と
質
問

用
紙
が
届
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
方
、
そ
れ
ぞ
れ
お
持
ち
で
ご

ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
発
表
、
意
見
に
関
し
ま
し
て
、
質
問
事
項

や
ご
意
見
な
ど
を
お
持
ち
の
場
合
に
は
、
ご
遠
慮
な
く
質
問
者
名
、

所
属
を
お
書
き
く
だ
さ
り
、
ど
の
先
生
に
ご
質
問
を
な
さ
り
た
い
か

を
明
記
さ
れ
て
、
質
問
、
意
見
事
項
を
お
書
き
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
質
問
用
紙
は
、
会
場
の
係
員
に
お
渡
し
く
だ
さ
る
か
、
入
り

口
の
と
こ
ろ
に
箱
が
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
遅
く
と
も
本
日
中

に
ご
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
皆
様
方
の
ご
質
問
を
、
本
日
、
関
係
者

で
整
理
し
、
あ
す
の
２
日
目
に
備
え
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

明
日
の
第
２
回
は
、
初
め
に
、
４
人
の
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
か
ら
、

５
分
か
ら
10
分
に
限
定
し
ま
し
て
、
補
足
の
説
明
を
し
て
頂
き
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
後
で
、
質
問
票
に
基
づ
き
な
が
ら
、
皆
様
方
か
ら
の

ご
質
問
、
ご
意
見
を
紹
介
し
な
が
ら
、
当
該
の
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方

か
ら
の
応
答
等
を
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
場
合
に
、
す
べ
て
の
ご
質
問
を
取
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
り
ま

す
が
、
時
間
の
関
係
上
、
取
り
上
げ
る
質
問
、
意
見
事
項
に
関
し
ま

し
て
は
、
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
事
務
局
の
ほ
う
で
取
捨
選
択
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
了
解
く
だ
さ
い
。

　

そ
し
て
、
明
日
は
最
後
に
、
今
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ま
と
め
、

総
括
を
い
た
し
ま
し
て
、
今
回
の
テ
ー
マ
、
課
題
を
、
私
ど
も
で
共

有
し
な
が
ら
、
宗
門
活
動
へ
と
つ
な
い
で
い
き
、
来
年
度
の
話
題
へ

と
方
向
づ
け
に
少
し
で
も
寄
与
で
き
る
こ
と
を
望
む
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

今
申
し
ま
し
た
目
的
に
沿
い
ま
し
て
、
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
の
ご

紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
実
り
多
い
意
見
交
換
と
、
理
解
等

を
リ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
る
先
生
方
で
す
。
簡
単
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

私
の
ほ
う
側
か
ら
、
教
学
院
か
ら
、
長
谷
川
匡
俊
先
生
で
す
。

（
拍
手
）
先
生
は
、
千
葉
教
区
、
大
巌
寺
ご
住
職
で
あ
ら
れ
、
淑
徳
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大
学
学
長
、
教
学
院
理
事
等
を
務
め
て
お
い
で
で
す
。

　

次
の
席
は
、
布
教
師
会
か
ら
、
佐
藤
晴
輝
先
生
で
す
。（
拍
手
）

先
生
は
、
千
葉
教
区
、
正
行
寺
ご
住
職
、
そ
し
て
、
布
教
師
会
常
務

理
事
等
を
務
め
て
お
い
で
で
す
。

　

そ
し
て
、
お
隣
の
席
に
、
法
式
教
師
会
か
ら
は
、
清
水
秀
浩
先
生

で
す
。（
拍
手
）
先
生
は
、
大
阪
教
区
、
法
楽
寺
ご
住
職
で
あ
ら
れ
、

大
本
山
金
戒
光
明
寺
執
事
等
を
務
め
て
お
い
で
で
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
か
ら
は
、
袖
山
榮

輝
先
生
で
す
。（
拍
手
）
先
生
は
、
長
野
教
区
、
延
命
庵
ご
住
職
、

十
念
寺
副
住
職
で
あ
ら
れ
、
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
等
を
務
め
て

お
い
で
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
の
４
人
の
先
生
方
か
ら
問
題
提
起
、
ま
た
は
意
見
の
ご
発
表

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
先
生
方
の
ご
意
見
を
順
次
拝
聴
す
る
こ
と
に
い
た
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
教
学
院
か
ら
、
長
谷
川
匡
俊
先
生
、「
現
代
実
践
教
学
を

考
え
る
に
あ
た
っ
て
―
念
仏
者
の
社
会
的
実
践
と
そ
の
信
の
構
造

―
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

長
谷
川　

長
谷
川
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

教
学
院
か
ら
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、「
現
代
実
践
教
学
を

考
え
る
に
あ
た
っ
て
」
と
い
う
、
少
し
い
か
め
し
い
タ
イ
ト
ル
を
か

ざ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
中
身
は
整
わ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

大
遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、

ぜ
ひ
宗
門
と
し
て
こ
う
し
た
取
り
組
み
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
で
す
。

　

む
ろ
ん
、
個
々
の
現
代
的
な
課
題
、
社
会
問
題
等
へ
の
対
応
に
つ

い
て
は
、
き
ょ
う
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
科
会
で
の
ご
発
表
に
も
あ
り
ま

す
し
、
こ
の
間
、
総
合
研
究
所
、
あ
る
い
は
、
教
学
院
等
々
で
も
研

究
や
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
将
来
、

体
系
的
に
現
代
実
践
教
学
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　

私
自
身
は
、
教
学
研
究
の
門
外
漢
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

関
心
は
高
い
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
愚
言

を
お
許
し
い
た
だ
き
、
ま
た
、
ご
批
判
を
賜
り
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

お
手
元
の
資
料
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
く
よ
う

な
形
で
進
め
て
い
き
ま
す
が
、
時
間
の
関
係
で
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ

く
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
、
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明
日
の
補
足
の
と
こ
ろ
で
時
間
が
あ
れ
ば
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
、
こ
う
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

は
じ
め
に
、
仏
教
存
立
の
根
本
原
理
で
あ
る
「
縁
」
を
説
く
浄
土

宗
教
師
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
昨
今
「
無
縁
社
会
」
な
ど
と
レ
ッ
テ

ル
を
貼
ら
れ
て
黙
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
裏
を
返
せ
ば
、「
縁
」
は
説
い
て
終
わ
る
べ
き
も
の
で

は
な
く
、
つ
ね
に
み
ず
か
ら
感
受
し
、
つ
ま
り
、
受
信
の
感
度
を
高

め
、
他
に
発
信
し
、
積
極
的
な
縁
づ
く
り
を
し
て
い
く
行
動
が
求
め

ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
随
縁
」
の
社
会
的
な
実
践
が
生
ま
れ
る
の

で
は
な
い
か
、
か
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

１
、
21
世
紀
劈
頭
宣
言
に
そ
の
道
筋
を
問
う
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

な
お
、
き
ょ
う
午
前
中
の
中
野
学
長
先
生
の
基
調
講
演
の
中
で
は
、

特
に
６
番
目
に
挙
げ
ら
れ
た
、「
信
者
に
対
す
る
正
確
な
宗
義
等
の

解
説
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
広
い
意
味
で
は
リ
ン
ク
し
て
い
く
の
で

は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
①
、
宣
言
は
、
個
の
内
面
の
自
覚
（
信
機
）
と
家
庭
に
み

仏
の
光
を
（
信
法
）
に
基
づ
く
念
仏
実
修
が
、
社
会
に
慈
し
み
を
、

世
界
に
共
生
を
、
と
展
開
し
て
い
く
利
他
的
・
社
会
的
実
践
の
緊
要

な
る
こ
と
を
謳
っ
た
教
団
か
ら
の
縁
づ
く
り
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
、

こ
う
受
け
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
信
機
、
信
法
は
、
む
ろ
ん
セ
ッ
ト
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
形
を
取

ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、
信
の
構
造
と

劈
頭
宣
言
は
密
接
に
関
連
し
て
い
く
と
い
う
受
け
と
め
方
で
あ
り
ま

す
。

　

②
、
宣
言
は
、
愚
者
の
自
覚
が
「
家
庭
に
み
仏
の
光
を
」
灯
し
、

「
社
会
に
慈
し
み
を
」
届
け
、「
世
界
に
共
生
を
」
促
し
て
ゆ
く
局
面

と
、
た
と
え
ば
逆
に
、「
社
会
に
慈
し
み
を
」
と
果
敢
に
行
動
し
て

壁
に
ぶ
つ
か
る
と
き
、
己
の
愚
者
性
が
よ
り
切
実
に
問
い
直
さ
れ
、

念
仏
の
心
行
が
深
化
し
、
社
会
的
実
践
が
よ
り
確
か
な
も
の
へ
と
展

開
し
て
い
く
局
面
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
性
を
、
宣
言
か
ら
読
み
取
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

２
、
信
の
社
会
的
実
践
を
め
ざ
し
て
。

　

ま
ず
問
う
べ
き
は
、「
信
と4

社
会
的
実
践
」
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
従
来
は
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
有
益
な
議
論
が
多
々
な
さ

れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
私
自
身
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
そ
う
い

う
立
場
で
考
え
て
き
た
面
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ
こ
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で
は
「
信
の4

社
会
的
実
践
」
と
い
う
あ
り
方
で
考
え
て
み
て
は
い
か

が
か
と
考
え
ま
す
。

　

こ
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
も
は
や
念
仏
者
に
と
っ
て
、
信
か
社
会

的
実
践
か
と
い
っ
た
、
比
較
な
い
し
選
択
の
問
題
は
な
く
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
往
生
行
と
し
て
の
念
仏
信
仰
は
、
そ
の
ま

ま
そ
の
人
の
生
き
方
や
社
会
的
実
践
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
信
あ
っ
て
の
、
信
に
基
づ
く
社
会
的
実
践

と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
信
仰
主
体
と
し
て
ど
う
社
会
的
な
生
を
生

き
る
か
が
問
わ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

な
お
、
こ
の
点
が
私
の
発
表
の
主
た
る
論
点
で
す
の
で
、
後
ほ
ど

６
、
7
の
と
こ
ろ
で
具
体
的
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

３
、
布
教
（
教
化
）
と
社
会
的
実
践
の
望
ま
し
い
関
係
と
は
い
か

な
る
も
の
か
。

　

こ
の
問
い
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
参
考
に
な
る
の
は
、
長
谷
川
良

信
の
「
布
教
対
社
会
事
業
私
見
」
と
い
う
論
考
（『
社
会
事
業
と
は

何
ぞ
や
』
１
９
１
９
年
）
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
時
間
の
関
係
も
あ

り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
細
は
省
き
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
布
教
と
社

会
的
実
践
の
一
方
が
他
方
の
方
便
な
い
し
手
段
と
な
る
と
か
、
あ
る

い
は
、
両
者
は
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
か
い
う
考
え
方
が
多
い
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
目
的
が
あ
る
と
い
う
立
場
の
上
で
、
そ
の
二
つ
が
ど
う
か
か

わ
っ
て
い
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
重
要
な
論
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

こ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

４
、
念
仏
者
の
布
教
・
教
化
の
主
た
る
対
象
は
ど
こ
に
向
け
ら
れ

る
の
か
。

　

果
た
し
て
檀
信
徒
だ
と
言
っ
て
済
ま
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い

っ
た
問
題
意
識
で
あ
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
我
々
教
師
と
し
て
、
寺
院
に
か
か
わ
っ
て
お
り
ま

す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
檀
信
徒
が
優
先
的
に
目
の
前
の
対
象
に
な
る

わ
け
で
す
。
た
だ
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
場
合
に
、
私
は
、
近
世
、

江
戸
時
代
の
捨
世
派
念
仏
聖
の
行
動
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
も
時
間
の
関
係
で
こ
こ
で
は
割
愛
し
て
、
一
言
だ

け
ふ
れ
て
お
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
社
会
的
な
苦
悩
の
現
場
に
寄
り
添

う
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で

い
え
ば
「
い
と
小
さ
き
者
の
ひ
と
り
」、
こ
の
点
は
、
念
仏
者
の
布

教
・
教
化
の
対
象
と
し
て
欠
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
先

覚
か
ら
、
ま
た
、
も
ち
ろ
ん
法
然
上
人
か
ら
学
ん
で
い
き
た
い
、
か

よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

５
、
現
代
浄
土
宗
は
檀
信
徒
や
一
般
社
会
に
向
か
っ
て
、
ど
れ
だ
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け
利
他
行
や
社
会
的
実
践
を
説
い
て
き
た
か
、
あ
る
い
は
、
説
い
て

い
る
の
か
。

　

こ
こ
ら
の
問
題
意
識
は
、
浄
土
、
阿
弥
陀
さ
ま
、
お
念
仏
、
と
い

っ
た
、
い
わ
ゆ
る
所
求
、
所
帰
、
去
行
は
も
ち
ろ
ん
基
本
と
し
て
説

か
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
利
他
の
実
践
を
ど
れ
だ
け

説
き
、
か
つ
、
勧
め
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
、
私
自
身
の
反
省

が
あ
り
ま
す
。

　

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
教
会
参
加
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
利

他
的
行
為
と
の
間
に
は
明
ら
か
な
相
関
が
あ
る
と
い
う
報
告
が
あ
り

ま
す
。
信
仰
と
利
他
的
行
為
の
関
係
、
利
他
を
説
く
こ
と
と
念
仏
を

勧
め
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
念
仏
信
仰
は
利
他
精

神
を
涵
養
す
る
の
か
、
な
ど
の
問
い
に
ど
う
答
え
て
い
く
か
。
こ
こ

に
現
代
実
践
教
学
に
お
け
る
課
題
の
一
つ
が
あ
る
は
ず
だ
と
思
い
ま

す
。

　

言
い
か
え
れ
ば
、
念
仏
信
仰
は
、
も
と
も
と
社
会
的
実
践
を
促
す

信
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
提
起
い
た
し
た
い
が
た
め

で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
入
り
ま
す
。

　

６
、
社
会
実
践
を
促
す
念
仏
の
信
の
構
造
―
内
証
の
功
徳
と
し
て

の
六
度
（
六
波
羅
蜜
）
中
の
「
布
施
」、「
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
を

手
掛
か
り
と
し
て
―

　

こ
こ
で
は
浄
土
宗
二
祖
聖
光
、
そ
し
て
、
江
戸
中
期
の
宗
学
者
で

布
教
家
の
貞
極
、
さ
ら
に
は
、
明
治
期
の
異
色
の
宗
学
者
で
、
燃
え

る
よ
う
な
念
仏
信
仰
の
持
ち
主
で
あ
ら
れ
た
原
青
民
、
こ
の
系
譜
を

た
ど
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

①
聖
光
上
人
の
『
徹
選
択
本
願
念
仏
集
』、
私
は
専
門
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
詳
細
は
到
底
述
べ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
高
橋
弘
次
台
下

の
一
連
の
ご
研
究
等
に
依
拠
し
て
、
そ
こ
に
要
約
的
に
記
載
し
て
お

り
ま
す
が
、
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
部
分
、
つ
ま
り
『
智
度
論
』
に
み

え
る
「
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
と
は
菩
薩
の
実
践
目
的
で
あ
り
、
そ

の
た
め
の
主
要
な
実
践
方
法
が
六
度
で
あ
っ
て
、
聖
光
は
通
仏
教
―

大
乗
菩
薩
道
―
の
立
場
か
ら
、
六
度
は
す
べ
て
念
仏
で
あ
る
と
断
じ

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
し
て
、
例
え
ば
、
き
ょ
う
取
り
上
げ
ま
す
江
戸
時
代
の
宗
学
者
の

貞
極
、
こ
の
方
は
、『
貞
極
上
人
全
集
』
三
巻
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

膨
大
な
著
作
を
残
さ
れ
た
方
で
、
同
時
に
ま
た
、
六
度
や
布
施
に
つ

い
て
の
言
及
は
、
恐
ら
く
当
時
の
浄
土
宗
の
宗
学
者
と
し
て
最
も
詳

細
に
論
じ
、
強
調
さ
れ
た
方
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

　

そ
の
中
の
『
六
波
羅
蜜
多
宝
林
鈔
』、『
本
願
念
仏
感
光
章
』
な
ど

か
ら
見
て
ま
い
り
ま
し
た
と
き
に
、
法
然
は
六
度
等
の
念
仏
以
外
の
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一
切
の
行
を
選
捨
し
雑
行
と
し
た
の
で
、
あ
え
て
念
仏
と
六
度
と
の

関
係
に
は
立
ち
入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
貞
極
の
場
合

は
、
弥
陀
は
「
六
度
所
生
の
功
徳
」
を
も
っ
て
人
び
と
に
利
益
を
も

た
ら
す
と
い
い
、
称
名
他
力
に
よ
る
利
益
を
布
施
・
持
戒
等
の
果
徳

そ
れ
ぞ
れ
に
配
し
て
、
念
仏
の
功
徳
が
六
度
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
ま
す
。

　

聖
光
の
念
仏
思
想
の
影
響
を
念
頭
に
お
い
て
、
貞
極
の
言
説
を
六

度
中
の
「
布
施
」
に
即
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
他
力
の
施
行
と
は
、
い

わ
ば
社
会
的
実
践
と
置
き
か
え
て
い
た
だ
い
て
も
い
い
と
思
い
ま
す

が
、
口
称
念
仏
の
う
ち
に
自
ず
か
ら
施
行
、
あ
る
い
は
、
施
行
の
利

益
が
果
た
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
念
仏

者
に
は
弥
陀
の
願
力
（
光
益
）
が
は
た
ら
い
て
施
心
を
生
ぜ
し
め
、

施
行
が
行
ぜ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え

ま
す
。

　

次
に
、
原
青
民
で
あ
り
ま
す
。
原
は
、
肺
結
核
を
病
ん
で
39
歳
の

若
さ
で
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
渡
邊
海
旭
の
盟
友
で
、
渡
邊
の

ド
イ
ツ
留
学
中
の
一
時
期
、
浄
土
教
報
の
主
筆
を
務
め
て
も
お
り
ま

す
し
、
ま
た
、
晩
年
は
、
如
来
光
明
主
義
の
山
崎
弁
栄
と
も
道
交
を

深
く
し
、
そ
の
自
証
の
境
地
は
『
青
民
遺
書
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い

る
ほ
ど
の
人
物
で
あ
り
ま
す
が
、
従
来
、
余
り
光
が
当
て
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

原
に
よ
れ
ば
、「
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
は
ど
こ
ま
で
も
念
仏
者

の
目
標
で
あ
っ
て
、
浄
仏
国
土
は
み
ず
か
ら
の
救
い
、
こ
れ
を
「
更

生
」
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
成
就
衆
生
は
救
わ
れ
た
も
の
が
他
者

に
向
か
っ
て
果
た
す
べ
き
役
割
を
意
味
し
て
お
り
ま
す
。
こ
と
に
後

者
の
「
新
生
命
を
得
て
弥
陀
の
恩
光
を
人
に
施
す
の
行
為
」
と
記
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

原
が
『
徹
選
択
集
』
に
格
別
な
思
い
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、

「
徹
選
択
の
福
音
」
と
題
す
る
論
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ

ま
す
が
、
そ
の
中
で
、「
称
名
念
仏
の
期
す
る
所
は
、
極
楽
往
生
に

あ
り
、
極
楽
に
往
生
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
如
来
を
離
れ
ざ
る
に
あ
り
、

如
来
を
離
れ
ざ
る
は
如
来
に
値
ひ
奉
る
に
あ
り
、
如
来
に
値
ひ
奉
る

は
、
如
来
の
光
明
体
中
に
入
る
に
あ
り
、
如
来
の
光
明
、
体
中
に
入

る
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
体
中
に
入
る
に
外
な
ら
ず
、
故
に
南
無
阿
弥

陀
仏
の
称
名
を
行
ず
る
者
は
、
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
の
化
用
を
施
さ

ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
説
い
て
い
る
の
は
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

　

７
、
改
め
て
原
青
民
に
学
ぶ
―
念
仏
信
仰
に
基
づ
く
社
会
的
実
践

の
論
理
―

　
「
往
相
と
還
相
」
に
つ
い
て
の
と
こ
ろ
は
、
読
ん
で
い
た
だ
い
て
、
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時
間
の
関
係
で
、
次
の
項
の
、
精
神
の
「
更
生
」
と
原
が
称
し
て
い

る
、
い
わ
ゆ
る
回
心
と
い
う
信
仰
体
験
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と

「
弥
陀
の
栄
光
を
彰
す
」
こ
と
の
関
係
、
つ
ま
り
、
念
仏
者
が
、「
更

生
」
以
前
と
は
異
な
る
意
味
で
、
社
会
と
積
極
的
に
向
き
合
う
よ
う

に
な
る
主
体
的
契
機
と
は
何
か
。
念
仏
信
仰
の
深
化
に
よ
る
価
値
観
、

人
生
観
と
か
社
会
観
の
転
換
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
が
原
の
言
う
「
更
生
」
で
あ
り
、
そ
の
歓
び
と
感

謝
が
「
弥
陀
の
栄
光
を
彰
す
」
聖
業
と
し
て
社
会
的
実
践
を
促
し
意

味
づ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

以
下
に
「
前
生
後
生
と
命
終
（
宗
教
的
生
死
の
意
義
）」
と
題
す

る
論
文
の
一
節
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

　

茲
に
於
き
ま
し
て
、
其
喜
び
（
更
生
の
―
筆
者
註
）
を
世
の

人
に
頒
た
ん
と
て
檀
波
羅
蜜
多
の
修
行
に
赴
く
の
が
、
弥
陀
の

栄
光
を
彰
す
と
言
ふ
事
に
成
る
の
で
あ
り
ま
す
。
弥
陀
の
栄
光

を
此
地
上
に
彰
す
の
は
、
世
の
た
め
人
の
為
に
尽
す
の
に
外
な

ら
ぬ
か
ら
、
国
家
社
会
の
公
務
に
は
進
ん
で
勉
む
る
事
と
な
り

ま
す
。
箇
様
で
あ
っ
て
こ
そ
、
始
め
て
宗
教
が
現
世
に
効
が
あ

っ
て
社
会
か
ら
歓
迎
せ
ら
る
る
事
に
成
る
か
と
考
へ
ま
す
。
隠

遁
と
活
動
、
消
極
と
積
極
、
死
宗
教
と
活
宗
教
の
分
か
る
る
所

は
、
一
の
経
典
中
に
於
け
る
『
命
終
』
の
語
に
対
す
る
意
義
の

解
釈
如
何
に
依
っ
て
決
す
る
も
の
と
信
じ
ま
す
。

と
、『
青
民
遺
書
』
の
中
で
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
ま
と
め
と
し
て
、
布
施
等
の
六
度
、
そ
し

て
、
大
乗
菩
薩
道
が
目
指
す
「
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
を
内
在
化
さ

せ
た
念
仏
信
仰
を
通
し
て
促
さ
れ
る
社
会
的
実
践
は
、
そ
の
過
程
に

あ
っ
て
、
い
よ
い
よ
煩
悩
具
足
の
凡
夫
た
る
自
覚
と
、
弥
陀
摂
護
の

念
（
本
願
の
信
）
を
深
化
さ
せ
、
社
会
的
実
践
を
よ
り
確
か
な
も
の
、

つ
ま
り
、
弥
陀
の
恩
光
に
報
い
る
業
―
弥
陀
の
栄
光
を
彰
す
行
へ
と

高
め
て
い
く
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

冒
頭
の
問
題
意
識
に
始
ま
り
、
信
の
社
会
的
実
践
の
論
理
を
三
師

の
言
説
に
導
か
れ
な
が
ら
、
未
熟
な
整
理
を
試
み
た
次
第
で
あ
り
ま

す
。

　

さ
て
、
冒
頭
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
私
の
遠
く
及
ば
な
い

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
ぜ
ひ
大
遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望

の
一
環
と
し
て
、
現
代
実
践
教
学
の
体
系
化
に
向
け
た
取
り
組
み
を

宗
門
と
し
て
進
め
て
行
か
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
、
私
の
発
題

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

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

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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次
に
、
布
教
師
会
か
ら
、
佐
藤
晴
輝
先
生
に
は
、「
８
０
０
年
大

遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望
」
と
題
し
ま
し
て
お
願
い
致
し
ま

す
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

佐
藤　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
高
座
か
ら
、
こ
の
役
が
め
ぐ
っ
て
く

る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
御
依
頼
を
受
け
ま

し
て
ず
い
ぶ
ん
悩
み
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
回
の
発
表
で
は
布
教
師

会
と
い
う
よ
り
は
、
30
年
以
上
に
な
り
ま
す
が
木
更
津
の
小
さ
な
お

寺
で
住
職
を
務
め
て
ま
い
り
ま
し
て
、
環
境
や
地
域
に
よ
っ
て
は
違

い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
一
人
の
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て

今
、
自
分
が
悩
み
な
が
ら
感
じ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
今
の
時
代

に
お
け
る
対
応
が
、
果
た
し
て
お
念
仏
で
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

あ
の
東
日
本
大
震
災
で
一
周
忌
を
迎
え
た
、
あ
る
浄
土
宗
寺
院
の

住
職
が
『
朝
日
新
聞
』
の
取
材
に
た
い
す
る
コ
メ
ン
ト
に
、

　
「
本
当
に
念
仏
で
救
わ
れ
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
不
安
を
持
っ
て

い
る
」

と
い
う
悲
痛
な
告
白
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ

う
な
内
容
が
平
然
と
新
聞
に
出
て
い
た
こ
と
に
も
苛
立
ち
を
お
ぼ
え

な
が
ら
、
や
は
り
現
場
で
は
我
々
が
考
え
る
以
上
に
、
大
変
な
思
い

を
し
な
が
ら
、
一
寺
院
の
住
職
と
し
て
復
興
に
命
が
け
で
生
き
て
い

る
方
が
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
な
と
思
い
な
が
ら
、
今
回
こ
の
問

題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

浅
学
非
才
の
こ
の
私
が
、
諸
先
輩
、
お
偉
い
先
生
方
が
た
く
さ
ん

い
ら
っ
し
ゃ
る
な
か
で
、
あ
え
て
お
名
指
し
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か

ら
、
こ
の
場
に
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

　

プ
リ
ン
ト
が
１
枚
だ
け
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
プ
リ
ン
ト
は
そ
ん
な

に
難
し
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

中
野
先
生
の
「
基
調
講
演
」
を
拝
聴
し
な
が
ら
思
っ
た
こ
と
は
、

や
は
り
最
後
は
家
庭
で
は
な
い
か
。
檀
信
徒
の
御
先
祖
を
御
供
養
し

な
が
ら
檀
家
制
度
を
守
っ
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
お
檀
家
が
一

番
の
布
教
の
対
象
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
檀
家
制
度
を
布
教
活
動
の

原
点
と
し
な
い
で
、
外
に
ば
か
り
目
を
向
け
て
い
っ
て
、
果
た
し
て

実
り
が
あ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
私
の
結
論
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
で
、
改
め
て
浄
土
宗
の
総
寺
院
数
を
数
え
ま
す
と
６
月

に
出
た
『
宗
報
』
で
は
、
４
月
４
日
現
在
で
、
７
，０
７
１
カ
寺
、

一
般
寺
院
が
７
，０
３
７
カ
寺
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
総
大

本
山
が
あ
り
、
海
外
に
も
浄
土
宗
寺
院
が
あ
り
ま
し
ょ
う
、
そ
の
寺

院
を
含
め
た
数
で
あ
り
ま
す
。
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総
教
師
数
が
１
０
，９
５
２
人
、
内
訳
は
「
資
料
」
に
あ
る
よ
う

に
、
ご
覧
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
見
た
と
き
に
、
こ
の
中
に
は
、
お
寺
の
数
と
し
て
は
こ
こ

に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
不
活
動
寺
院
、
青
空
寺
院
、
ま
た
は
、

本
当
に
名
前
ば
か
り
だ
と
い
う
と
失
礼
で
す
が
、
兼
務
さ
れ
て
い
る

お
寺
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

私
が
住
職
を
し
た
と
き
は
昭
和
56
年
ご
ろ
で
す
が
、
浄
土
宗
８
，

０
０
０
カ
寺
と
い
う
言
い
方
が
一
般
的
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
の
宗
務

総
長
さ
ん
や
教
学
局
長
さ
ん
が
、
浄
土
宗
８
，０
０
０
カ
寺
と
い
う

こ
と
を
誇
ら
し
げ
に
言
っ
て
い
た
の
に
、
い
つ
の
時
代
か
ら
か
減
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
今
も
過
疎
地
で
は
、
お
寺
が
年
々

そ
の
姿
を
消
し
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

そ
の
反
面
、
増
上
寺
、
知
恩
院
さ
ん
の
「
伝
宗
伝
戒
道
場
」
で

年
々
で
巣
立
っ
て
い
く
僧
侶
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
る
の
が
現
状
で

す
。

　

こ
の
矛
盾
の
中
で
、
矛
盾
と
い
う
と
大
変
失
礼
で
す
が
、
幾
ら
寺

院
数
が
多
く
て
も
、
ま
た
は
、
教
師
の
数
が
多
く
て
も
、
果
た
し
て

そ
れ
が
私
た
ち
の
教
化
集
団
で
あ
る
と
い
う
浄
土
宗
を
表
現
し
て
い

る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
あ
え
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

そ
ん
な
中
で
、
浄
土
宗
布
教
師
会
は
、
今
般
、
上
田
見
宥
理
事
長

を
柱
と
い
た
し
ま
し
て
、
東
日
本
大
震
災
を
う
け
て
、
理
事
長
が
思

い
を
込
め
て
『
宗
報
』
の
中
に
、
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
の
あ
り
方
、

供
養
、
そ
し
て
、
私
た
ち
に
は
極
楽
浄
土
と
い
う
世
界
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
を
１
枚
挟
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
今
ま
で
の
浄
土
宗
布
教
師
会
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と

で
す
。

　

浄
土
宗
布
教
師
会
が
念
仏
弘
通
の
た
め
に
、
何
か
を
発
信
し
て
い

く
と
い
う
一
つ
の
姿
勢
に
、
今
、
ち
ょ
う
ど
機
が
熟
す
と
い
う
か
、

そ
の
中
で
今
度
は
、
事
務
局
長
の
田
野
島
先
生
が
、
檀
信
徒
向
け
の

法
話
の
「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
も
必
要
だ
ろ
う
と
、
あ
え
て
出
発
し
た

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
布
教
師
会
が
何
か
特
別
の
思
い
を
持
っ
て
、
念
仏
教

化
に
向
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま

す
。

　

そ
ん
な
中
、
私
は
決
し
て
浄
土
宗
と
い
う
の
は
上
り
坂
で
は
な
く
、

今
そ
の
内
容
を
見
る
と
本
来
の
教
化
が
行
き
届
い
て
い
る
の
か
ど
う

か
。
私
の
お
寺
も
含
め
、
地
域
も
含
め
て
、
や
は
り
寺
離
れ
や
、
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
自
分
自
身
の
活
動
と
し
て
は
青
森
の
田
舎
で
生
ま
れ
、
昭
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和
56
年
に
た
ま
た
ま
、
千
葉
教
区
の
君
津
組
の
正
行
寺
と
い
う
お
寺

に
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
住
職
を
つ
と
め
て
お
り
ま
す
。
檀
信
徒
を
中

心
に
、
年
回
法
要
・
葬
儀
、
そ
し
て
、
念
仏
構
も
つ
と
め
て
い
ま
す

が
、
法
事
、
葬
儀
に
偏
っ
た
寺
院
活
動
で
あ
り
ま
す
。
今
で
も
お
盆

と
お
彼
岸
の
お
参
り
だ
け
は
続
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
顔
と
し
て
は
、
布
教
師
と
し
て
、
関
東
で
は
土
屋
先

生
、
八
木
先
生
（
現
在
は
台
下
）
の
ご
指
導
を
い
た
だ
き
、
ま
た
、

正
村
先
生
が
本
当
に
身
近
な
お
師
匠
さ
ん
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ

の
薫
陶
を
受
け
て
依
頼
さ
れ
る
と
十
夜
、
そ
れ
か
ら
、
施
餓
鬼
等
、

布
教
師
と
し
て
の
活
動
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

あ
と
は
、
大
本
山
増
上
寺
で
は
布
教
師
会
の
会
員
と
し
て
、
本
山

の
中
で
の
布
教
を
務
め
る
こ
と
が
時
々
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
で
、
あ
え
て
昨
今
の
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
、
現
代
と
い
う

も
の
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
な
と
、
試
し
に
１
ヶ
月
ぐ
ら
い
ず
っ

と
見
て
き
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
一
番
わ
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、
番

組
の
中
で
、
姜
尚
中
先
生
と
い
う
方
が
出
演
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。
と
て
も
は
っ
き
り
わ
か
り
や
す
く
て
、
誰
に
で
も
「
そ
う
だ
、

そ
う
だ
」
と
い
う
よ
う
な
理
解
を
い
た
だ
け
る
よ
う
な
話
し
口
の
や

わ
ら
か
い
お
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

調
べ
て
み
た
ら
、
東
京
大
学
の
大
学
院
の
教
授
で
、
環
境
問
題
を

扱
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
し
ょ
う
か
「
幸
福
の
方
程
式
の
限
界
」

と
い
う
こ
と
を
『
い
き
い
き
』
と
い
う
雑
誌
に
載
せ
て
い
る
一
面
が

あ
り
ま
す
。
私
が
見
た
テ
レ
ビ
の
番
組
と
そ
の
内
容
が
ほ
ぼ
一
致
し

て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
文
章
を
こ
こ
に
載
せ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

こ
の
先
生
は
、
４
年
前
に
『
悩
む
力
』
と
い
う
本
を
出
さ
れ
ま
し

て
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
は
、
３
・
11
の

問
題
も
含
め
て
、
そ
れ
を
越
え
る
た
め
の
『
続
、
悩
む
力
』
と
い
う

も
の
を
出
版
さ
れ
て
、
私
も
今
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、
と
て
も
わ
か

り
や
す
い
表
現
で
あ
り
ま
す
。

　

坊
さ
ん
の
側
か
ら
で
な
く
て
、
一
般
の
方
の
世
の
中
の
受
け
と
め

方
と
い
う
の
を
、
姜
先
生
に
習
っ
て
こ
こ
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
「
幸
福
の
方
程
式
の
限
界
。
食
べ
る
に
困
ら
な
い
収
入
が
あ
っ
て
、

結
婚
し
て
何
人
か
の
子
供
を
持
ち
、
そ
こ
そ
こ
健
康
で
、
老
後
の
蓄

え
が
あ
る
。
こ
の
方
程
式
が
数
年
前
か
ら
崩
れ
始
め
、
金
融
危
機
、

異
常
な
高
失
業
率
、
年
金
不
足
、
年
金
不
安
、
年
間
３
万
人
超
の
自

殺
者
、
１
０
０
万
人
の
う
つ
病
患
者
、
こ
れ
は
行
方
不
明
者
を
含
め

る
と
倍
ぐ
ら
い
の
数
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
明
日
が
ど
う
な

る
か
わ
か
ら
な
い
末
期
的
な
状
態
に
あ
る
。
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ま
た
、
３
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災
で
日
本
は
未
曽
有
の
大
災
害

に
遭
遇
し
、
今
や
何
が
起
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
混
沌
状
態
に
置

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
発
事
故
に
よ
る
放
射
能
被
害
を
通
し
て
、

科
学
へ
の
信
頼
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
、
足
元
の
底
が
抜
け
た

よ
う
な
不
安
を
感
じ
て
い
る
。

　

日
本
人
は
古
来
、
人
知
を
超
え
た
不
幸
に
対
し
て
、
こ
の
世
は
無

常
で
あ
る
と
受
け
入
れ
る
こ
と
で
生
き
延
び
て
き
た
。
で
も
、
今
回

は
も
は
や
、
無
常
観
だ
け
で
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
と
僕
は
思
う
の

で
す
。

　

震
災
か
ら
１
年
以
上
た
ち
、
一
部
の
人
た
ち
は
早
く
も
３
・
11
を

忘
れ
、
元
の
状
態
に
戻
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
僕
は
、
も

う
元
に
は
戻
れ
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
目
を

向
け
て
き
た
死
や
不
幸
、
苦
悩
に
し
っ
か
り
目
を
向
け
、
そ
の
意
味

を
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
で
、
今
ま
で
と
は
全
く
違
う
幸
福
の

形
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。」

　

こ
の
原
文
の
後
に
、
先
生
は
、
12
世
紀
の
激
動
の
時
代
に
、
や
は

り
大
災
害
、
震
災
が
あ
り
、
そ
の
こ
ろ
は
、
法
然
上
人
を
初
め
、
祖

師
仏
教
が
こ
の
世
を
救
っ
て
く
れ
て
い
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
「
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
い
つ
の
時
代
に
も
起
こ
り
得
る
こ
と
で
、

今
は
戦
後
復
興
し
た
す
べ
て
の
も
の
が
こ
ん
な
に
た
わ
い
も
な
く
、

私
た
ち
の
目
の
前
で
あ
っ
け
な
く
流
れ
去
っ
て
、
消
え
去
っ
て
、
命

ま
で
奪
っ
て
い
く
と
い
う
現
実
に
、
今
回
だ
け
は
逃
げ
き
れ
な
い
よ

う
な
無
常
観
以
上
の
も
の
を
感
じ
て
い
る
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
現
代
に
お
き
ま
し
て
、
私
も
被
災
地
に
行
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
本
当
に
悲
惨
な
も
の
で
し
た
。
家
の
柱
時
計
が
今
ま

で
も
３
月
11
日
の
２
時
48
分
、
９
分
ほ
ど
で
止
ま
っ
て
い
ま
し
て
、

毎
朝
そ
の
柱
時
計
の
前
を
通
る
た
び
に
お
念
仏
を
称
え
ま
す
が
、
私

に
で
き
る
こ
と
は
ご
回
向
し
か
な
い
の
で
す
。

　

坊
さ
ん
に
も
で
き
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
私
に

で
き
る
こ
と
は
、
毎
朝
、
勤
行
の
中
で
ご
回
向
す
る
こ
と
し
か
で
き

な
い
ん
で
す
が
、
そ
れ
さ
え
も
今
は
忘
れ
か
け
て
い
る
現
実
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
現
代
に
お
け
る
お
寺
と
い
う
も
の
は
、
今
ま
で
以
上

に
問
題
を
抱
え
て
、
こ
れ
か
ら
先
、
私
に
も
跡
取
り
が
１
人
お
る
ん

で
す
が
、
そ
の
弟
子
に
伝
え
て
い
く
に
足
り
る
よ
う
な
お
寺
で
あ
り

得
る
の
か
、「
お
や
じ
、
何
や
っ
て
き
た
の
か
」
と
言
わ
れ
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
、
か
な
り
の
問
題
を
ク
リ
ア
し
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
、
今
日
こ
こ
で
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
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ま
ず
１
つ
目
は
、
家
族
葬
と
か
年
忌
法
要
、
葬
儀
の
簡
略
化
に
よ

る
寺
院
運
営
へ
の
不
安
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

こ
れ
だ
け
私
が
法
事
と
か
お
葬
式
で
お
寺
を
賄
っ
て
き
た
と
い
う

現
実
に
、
深
く
反
省
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
か
、
私
の
と
こ
ろ
は
小
さ

な
お
寺
で
、
大
体
年
間
、
お
葬
式
が
12
～
13
件
あ
る
の
で
す
が
、
今

年
は
、
年
が
明
け
て
１
件
で
あ
り
ま
す
。
苦
し
い
で
す
ね
。
何
で
苦

し
い
の
か
と
思
っ
た
ら
、
お
葬
式
が
な
い
か
ら
で
す
よ
。

　

お
葬
式
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
初
七
日
が
な
か
っ
た
り
、
四
十

九
日
が
な
か
っ
た
り
、
新
盆
が
な
か
っ
た
り
す
る
訳
で
す
。
檀
家
さ

ん
の
大
半
は
漁
師
さ
ん
で
す
か
ら
、
ご
法
事
は
ほ
と
ん
ど
完
璧
に
お

勤
め
な
さ
い
ま
す
。
け
ど
も
、
葬
儀
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
い
か

に
お
寺
に
と
っ
て
経
済
的
に
苦
し
い
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
改

め
て
感
じ
ま
し
た
。

　

今
、
そ
の
お
葬
儀
を
や
ろ
う
と
し
な
い
人
が
出
て
き
て
い
る
と
い

う
現
実
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
い
ろ
ん
な
問
題
も
あ
り
ま
し
ょ
う

け
れ
ど
も
、

　
「
お
坊
さ
ん
を
た
の
む
と
払
う
も
の
が
い
っ
ぱ
い
か
か
る
か
ら
」

と
い
う
、
葬
儀
屋
さ
ん
の
一
つ
の
建
前
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
坊
さ

ん
を
連
れ
て
く
る
と
、
お
布
施
を
包
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
大

変
だ
か
ら
と
い
う
の
で
、
葬
儀
屋
さ
ん
だ
け
の
費
用
で
終
わ
る
も
の

で
あ
れ
ば
安
く
上
が
る
。
葬
儀
屋
さ
ん
は
そ
れ
な
り
の
も
の
を
い
た

だ
き
ま
す
か
ら
、
坊
さ
ん
抜
き
の
法
要
が
こ
れ
か
ら
は
考
え
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
中
野
先
生
の
ご
講
演
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
現
に
私

の
と
こ
ろ
で
も
、
住
職
は
納
骨
の
と
き
だ
け
つ
き
合
っ
て
く
れ
れ
ば

い
い
と
い
う
ん
で
す
ね
。
何
月
何
日
持
っ
て
行
く
か
ら
、
そ
の
と
き

だ
け
お
経
を
上
げ
て
く
れ
れ
ば
い
い
。
う
ち
は
お
金
が
な
い
か
ら
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
は
、
お
坊
さ
ん
と
し
て
、

　
「
お
寺
に
は
過
去
帳
が
あ
っ
て
、
お
た
く
の
仏
さ
ん
は
、
お
葬
式

を
し
て
、
お
戒
名
を
授
か
っ
て
か
ら
、
そ
し
て
過
去
帳
の
仲
間
入
り

を
し
て
、
私
が
責
任
を
持
っ
て
供
養
を
勤
め
て
い
く
こ
と
だ
か
ら
」

と
説
得
い
た
し
ま
し
た
。
お
布
施
は
要
ら
な
い
と
ま
で
私
は
断
言
し

た
ん
で
す
ね
。
生
ま
れ
て
初
め
て
言
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
実

は
、
ち
ょ
っ
と
ず
れ
た
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
あ
る
程
度
の

お
布
施
は
後
で
ち
ゃ
ん
と
お
包
み
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
と
も
か
く
、

お
寺
に
か
け
る
お
金
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
要
す
る
に
、

お
葬
儀
そ
の
も
の
に
お
金
が
か
か
る
か
ら
な
ん
で
す
。
私
、
た
だ
で

や
り
ま
す
と
言
っ
た
ら
、
多
分
、
す
ん
な
り
勤
め
て
く
れ
た
と
思
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
葬
儀
は
経
済
的
な
問
題
と
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
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す
が
、
今
に
な
っ
て
お
葬
儀
に
た
よ
り
す
ぎ
て
い
た
自
分
を
反
省
し

て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、
家
族
制
度
が
核
家
族
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
実
際
に
あ
っ
た
お
話
で
す
が
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
り
、

一
人
暮
ら
し
に
な
っ
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
お

寺
が
ち
ゃ
ん
と
お
経
に
来
て
く
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、
お
施
主
さ
ん

が
同
居
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
お
寺
の
連
絡
先
が
わ
か
ら
な
く
て

葬
儀
屋
さ
ん
に
依
頼
し
ま
し
た
。
近
所
の
お
寺
に
お
願
い
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
て
、
よ
く
よ
く
聞
い
た
ら
、
そ
の
お
寺
が
菩
提
寺
で
あ

っ
た
り
、
そ
う
い
う
ケ
ー
ス
が
今
多
い
で
す
ね
。
聞
い
て
み
た
ら
あ

そ
こ
の
お
寺
の
檀
家
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
結
構
あ
り
ま
す
。

　

以
前
に
お
寺
と
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
ら
、
そ
う
じ

ゃ
な
く
て
、
た
ま
た
ま
連
絡
し
な
か
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ
う

い
う
ケ
ー
ス
を
含
め
て
、
お
家
を
守
っ
て
い
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
を
含
め
て
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
「
現
在
帳
」
と
い
う
ん

で
し
ょ
う
か
、
息
子
さ
ん
が
ど
こ
で
生
活
し
て
い
て
、
ど
こ
に
連
絡

す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
こ
れ
か
ら
は
確
認
し
て
い

か
な
い
と
檀
家
さ
ん
と
お
寺
の
つ
き
合
い
と
し
て
は
成
り
立
っ
て
い

か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
ま
た
、
財
産
は
相
続
す
る
の
で
す
が
、
お
寺
は
要
り
ま
せ

ん
、
お
墓
も
ま
も
り
た
く
あ
り
ま
せ
ん
、
何
と
か
始
末
を
し
て
く
だ

さ
い
と
い
う
方
が
あ
り
ま
す
。
何
と
か
お
葬
式
を
し
た
ん
で
す
が
、

四
十
九
日
の
法
要
の
と
き
か
ら
、

　
「
僕
は
お
寺
は
嫌
い
だ
か
ら
、
和
尚
さ
ん
、
お
寺
と
は
お
つ
き
合

い
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
」

と
言
い
は
り
ま
す
。
何
度
も
説
得
し
た
ん
で
す
が
、
私
の
教
化
不
足

で
す
。
結
局
は
木
更
津
の
霊
園
に
お
墓
を
移
転
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
お
檀
家
さ
ん
の
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
何
か
新
興
宗
教
に
や
っ
つ
け
ら
れ
た
ん
だ
か
、
痛
い
思

い
を
し
た
ん
だ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
宗
教
は
僕
は
嫌
い

だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　
「
母
は
今
ま
で
お
寺
と
お
つ
き
合
い
が
あ
っ
た
ん
だ
か
ら
、
母
の

遺
骨
は
お
寺
で
守
っ
て
く
れ
よ
」

と
言
い
ま
し
た
が
、

　
「
あ
な
た
の
お
母
さ
ん
で
し
ょ
う
」

と
言
っ
て
、
最
後
に
住
職
と
し
て

　
「
母
親
の
こ
と
ぐ
ら
い
ち
ゃ
ん
と
面
倒
見
て
あ
げ
た
ら
ど
う
で
す

か
」

と
い
い
ま
し
た
。
い
つ
か
私
の
気
持
ち
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
日
が
く

る
思
い
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
一
カ
月
後
に
、
新
し
い
檀
家
さ
ん
が
木
更
津
の
霊
園
に

お
墓
を
求
め
た
ら
、
そ
こ
の
お
家
の
隣
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
縁
と
い

う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
す
ね
。
持
っ
て
行
っ
た
お
墓
の
隣
に
う
ち

の
檀
家
さ
ん
の
お
墓
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
。

　

そ
ん
な
こ
と
も
含
め
ま
し
て
、
私
た
ち
は
、
今
置
か
れ
て
い
る
お

寺
の
現
況
が
、
決
し
て
い
い
状
態
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
も
っ
と
密

接
な
つ
き
合
い
を
お
檀
家
さ
ん
に
向
け
て
い
か
な
い
と
、
離
れ
る
ど

こ
ろ
か
、
お
寺
と
の
縁
が
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う

危
機
的
現
状
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

あ
と
も
う
一
つ
は
、
関
東
で
は
特
に
、
東
京
を
中
心
に
、
納
骨
堂
、

慰
霊
堂
と
か
供
養
堂
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
近
年
、
建
立
さ
れ
て
い

ま
す
。
お
墓
は
建
て
な
い
で
、
お
骨
だ
け
お
寺
に
預
け
ま
す
。
自
宅

の
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
見
る
と
お
寺
の
納
骨
堂
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

　
「
あ
そ
こ
に
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
い
る
ん
だ
」

と
い
う
ん
で
す
ね
。
あ
そ
こ
に
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
い
て
、
私
も
お
じ

い
ち
ゃ
ん
の
と
こ
ろ
に
い
ず
れ
は
入
れ
て
も
ら
う
よ
う
に
契
約
し
て

あ
る
。
１
体
幾
ら
で
、
２
体
だ
と
割
引
で
幾
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ

で
す
ね
。

　

15
年
契
約
、
20
年
契
約
、
30
年
契
約
ま
で
は
聞
き
ま
し
た
が
、
50

年
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
30
年
ぐ
ら
い
た
っ
た
ら

も
う
い
い
と
い
う
ん
で
す
ね
。
だ
け
ど
も
、
私
も
最
後
は
あ
そ
こ
に

入
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
て
、
そ
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
安
心

し
て
暮
ら
し
て
い
る
ん
で
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
一
つ
一
つ
挙
げ
て
い
く
と

も
っ
と
私
の
目
に
と
ま
ら
な
い
問
題
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
が
、
こ
の

よ
う
な
問
題
に
対
応
す
る
に
は
、
一
体
ど
う
い
う
心
構
え
で
こ
れ
か

ら
お
寺
を
守
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
、
自
分
な
り
に
考
え
て
み
ま
し

た
。

　

つ
ま
り
、
寺
院
に
お
け
る
世
襲
制
度
の
目
的
を
再
確
認
し
な
が
ら
、

浄
土
宗
教
師
と
し
て
あ
く
ま
で
念
仏
弘
通
の
使
命
を
寺
族
と
共
に
実

践
す
る
。
こ
こ
に
は
寺
族
と
い
う
言
葉
を
入
れ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
住
職
だ
け
で
は
寺
を
ま
も
り
き
れ
ま
せ
ん
。
住
職
が
留
守
の
場

合
対
応
す
る
の
は
多
分
、
寺
族
と
い
っ
て
も
寺
庭
婦
人
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
電
話
を
受
け
る
の
が
子
供
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ

か
ら
は
寺
庭
婦
人
の
立
場
で
詠
唱
を
勤
め
て
い
く
と
か
、
お
檀
家
さ

ん
と
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
中
で
親
睦
を
深
め
な
が
ら
、
家
族
ぐ
る
み

の
お
つ
き
合
い
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
、
こ
こ
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

世
襲
制
度
と
い
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
の

と
こ
ろ
は
た
ま
た
ま
跡
取
り
が
男
の
子
で
し
た
が
、
ま
あ
、
継
ぐ
継
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が
な
い
で
も
め
ま
し
た
。
ど
こ
の
お
寺
で
も
そ
う
か
も
わ
か
り
ま
せ

ん
。
七
転
八
倒
し
な
が
ら
、
殴
り
合
い
の
け
ん
か
ま
で
し
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
何
と
か
加
行
を
受
け
て
、
今
、
坊
さ
ん
と
し
て
生

き
て
お
り
ま
す
が
。

　

や
は
り
こ
れ
か
ら
は
、
お
寺
を
本
当
に
ま
も
り
た
い
、
継
ぎ
た
い

と
い
う
人
が
、
坊
さ
ん
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
ん
で
す
。
お
寺
を

ま
も
ら
な
い
と
そ
こ
に
住
め
な
い
と
か
、
例
え
ば
、
女
の
子
ば
か
り

だ
か
ら
お
婿
さ
ん
を
も
ら
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
だ
と
か
、
お
婿
さ
ん

よ
り
も
あ
な
た
が
出
家
を
し
て
こ
の
お
寺
を
守
る
ん
だ
と
い
う
よ
う

な
、
何
か
世
襲
制
度
に
違
っ
た
考
え
の
お
寺
が
、
最
近
見
う
け
ら
れ

る
よ
う
で
す
。

　

増
上
寺
の
御
忌
で
の
こ
と
で
す
が
、
お
化
粧
を
し
て
、
七
条
袈
裟

を
つ
け
て
随
喜
さ
れ
て
い
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
私
は
司

会
を
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
最
近
は
あ
の
よ
う
な
姿
も
あ
り
な
の
か

と
思
い
な
が
ら
見
て
お
り
ま
し
た
が
、
法
要
が
終
わ
れ
ば
ど
ん
な
格

好
に
着
か
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
い
う
お
化
粧
や
装
飾
品
に
関
し
て
、
男
性
教
師
と
は
違
っ
た
、

女
性
教
師
ゆ
え
に
目
に
つ
く
と
こ
ろ
の
規
制
も
今
後
の
課
題
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

だ
か
ら
、
大
き
な
行
事
で
も
こ
れ
か
ら
は
様
変
わ
り
し
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
、
驚
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
私
が
考
え
る
こ
と
は
、
や
は
り
難
し
い
こ
と
で
は
な

く
て
、
徳
川
政
策
か
ら
せ
っ
か
く
授
か
っ
た
檀
家
制
度
の
中
で
、
改

め
て
一
人
ず
つ
の
檀
家
さ
ん
を
大
事
に
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
お
念
仏

を
伝
え
て
い
く
、
ま
た
、
伝
え
て
い
く
と
い
っ
て
も
、
上
か
ら
物
を

申
す
の
で
は
な
く
て
、
一
緒
に
お
念
仏
を
称
え
な
が
ら
、
寺
檀
関
係

を
も
っ
と
深
め
て
い
け
は
し
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
こ
こ
に
書
き
ま
し
た
が
、
お
葬
儀
、
い
つ
で
も

連
絡
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
24
時
間
体
制
と
は
言
い
ま
せ

ん
が
、
夜
中
に
携
帯
電
話
が
鳴
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
行
け
な
け
れ

ば
「
行
け
な
い
」
と
言
っ
て
次
の
日
行
き
ま
す
が
、
と
も
か
く
何
か

あ
っ
た
ら
住
職
に
電
話
く
れ
と
。
そ
こ
で
、
資
料
に
は
「
浄
土
宗
カ

レ
ン
ダ
ー
」
に
住
職
の
携
帯
電
話
の
番
号
を
載
せ
た
ほ
う
が
い
い
と

書
い
て
あ
り
ま
す
。
あ
と
、
悩
み
が
あ
っ
た
ら
メ
ー
ル
に
入
れ
て
く

れ
と
か
。
そ
ん
な
こ
と
も
、
や
は
り
つ
な
が
る
意
味
で
は
大
事
な
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
す
が
、
時
間
が
過
ぎ

て
き
ま
し
た
の
で
、
最
後
、
私
が
浄
土
宗
と
い
う
大
き
な
教
団
に
望

む
こ
と
は
、
中
野
先
生
が
職
業
僧
侶
、
そ
し
て
、
指
導
僧
侶
と
ご
指

摘
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
ま
し
て
、「
布
教
僧
侶
」
の
養
成
が
急
務
と
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考
え
ま
し
た
。
浄
土
宗
布
教
師
会
で
も
、
教
師
＝
布
教
師
と
い
う
立

場
で
今
「
会
則
」
が
成
り
立
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、「
布
教
僧
侶
の

養
成
」
こ
の
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
い
た
し
ま

す
。

　

そ
し
て
、
何
が
自
信
が
な
い
の
か
と
い
っ
た
ら
、「
僧
堂
教
育
」

を
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
お
坊
さ
ん
が
、
阿

弥
陀
さ
ま
に
お
茶
を
上
げ
た
り
、
お
花
を
上
げ
た
り
、
ご
飯
を
上
げ

た
り
し
て
、
ま
ず
供
養
か
ら
出
発
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
供
養
と

い
う
も
の
を
全
然
な
し
に
し
て
、
あ
る
日
突
然
坊
さ
ん
に
な
り
ま
し

て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
、

信
仰
も
定
ま
ら
な
い
。
そ
し
て
、
自
分
に
自
信
も
つ
か
な
い
。
ま
し

て
、
疑
問
も
起
き
な
い
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
加
行
以
前
に
、
何
か
僧
堂
教

育
と
い
う
か
、
お
坊
さ
ん
と
し
て
の
資
質
を
高
め
る
た
め
の
、
浄
土

宗
の
坊
さ
ん
と
し
て
の
念
仏
信
仰
の
あ
り
方
を
示
し
て
あ
げ
る
よ
う

な
、
そ
う
い
う
生
活
が
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
長
谷
川
先
生
も
指
摘
さ
れ
ま
し
た
が
、
何
か
そ
う
い

う
も
の
を
求
め
る
坊
さ
ん
に
、「
実
践
僧
侶
学
」
と
い
う
ん
で
し
ょ

う
か
、
私
も
総
合
研
究
所
の
研
究
員
と
し
て
大
正
大
学
の
「
実
践
僧

侶
学
」
に
出
向
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
そ
こ
で
現
場
と

い
う
も
の
を
踏
ま
え
て
、
布
教
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
、
例
え

ば
何
も
口
で
伝
え
る
布
教
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
文
章
で
も
そ
う
で
す

し
、
パ
ネ
ル
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
、
児
童
教
育
も
含
め
て
、
こ
れ
か

ら
は
そ
う
い
う
実
践
布
教
と
い
う
も
の
を
考
え
て
ゆ
く
べ
き
で
す
ね
。

　

そ
し
て
、
あ
と
は
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
現
代
に
お
け
る
多
様

な
問
題
、
原
発
の
問
題
、
そ
れ
か
ら
、
地
震
で
亡
く
な
っ
た
方
へ
の

ご
供
養
の
仕
方
と
か
、
そ
れ
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
今
出
て
き

て
い
ま
す
。
そ
れ
も
含
め
て
、
そ
う
い
う
こ
と
に
対
す
る
、
い
ち
早

い
浄
土
宗
の
対
応
に
つ
い
て
、
一
体
ど
こ
に
尋
ね
れ
ば
い
い
の
か
。

大
体
、
総
合
研
究
所
に
来
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う

機
関
が
も
っ
と
も
っ
と
充
実
し
て
、
教
化
の
先
に
立
つ
我
々
に
、
浄

土
宗
の
見
解
が
す
ば
や
く
示
さ
れ
た
な
ら
、
こ
ん
な
に
心
強
い
こ
と

は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

時
間
が
超
過
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
失

礼
い
た
し
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

で
は
、
続
き
ま
し
て
、
法
式
教
師
会
か
ら
、
清
水
秀
浩
先
生
に

「
８
０
０
年
大
遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望
」
の
意
見
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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清
水　

失
礼
を
い
た
し
ま
す
。
１
枚
き
り
の
資
料
を
配
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
項
目
だ
け
し
か
書
い
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
法

式
の
先
生
は
声
が
命
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
し
ゃ
べ
る
ほ
う
で
行
間
を

埋
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　

早
速
、
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
諸
大
徳
を
前
に
し
ゃ
べ
っ

て
い
る
私
は
、
鉄
工
所
の
息
子
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
寺
で

生
ま
れ
た
わ
け
で
も
な
し
、
鉄
く
ず
と
旋
盤
の
音
の
中
で
生
ま
れ
た

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
好
き
で
お
寺
へ
入
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
。
た
ま
た
ま
滋
賀
県
の
、
父
親
が
大
津
、
母
親
が
草
津
と
い
う
こ

と
で
、
両
方
と
も
滋
賀
教
区
の
浄
土
宗
の
お
寺
の
西
福
寺
、
正
定
寺

と
い
う
お
寺
の
檀
家
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
ご
く
自
然
に
浄
土
宗

の
お
坊
さ
ん
に
な
り
ま
し
た
が
、
仏
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
平
成

２
年
か
ら
は
、
竹
中
信
常
先
生
の
も
と
、
藤
堂
先
生
、
水
谷
先
生
、

石
上
先
生
、
ず
っ
と
、
法
式
の
研
究
と
い
う
こ
と
で
総
合
研
究
所
に

も
席
を
置
か
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
藤
本
先
生
か
ら
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
現

在
は
大
阪
で
住
職
を
20
年
余
り
し
て
お
り
ま
す
が
、
滋
賀
教
区
の
出

身
で
、
京
都
の
師
匠
の
お
寺
で
18
年
ほ
ど
在
籍
を
し
て
お
り
ま
し
た
。

嵐
山
の
お
寺
に
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
皆
さ
ん
方
の
僧
階
と
か

教
階
と
か
学
階
の
辞
令
を
書
く
右
筆
の
仕
事
で
、
宗
務
庁
で
皆
さ
ん

の
お
名
前
を
、
感
謝
状
や
ら
書
か
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、

６
年
間
宗
務
庁
に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
立
場
上
、
在
家
の
視
点
、
本
山
の
、
現
在
、
黒
谷
に

お
り
ま
す
立
場
、
浄
総
研
の
立
場
、
住
職
の
立
場
、
い
ろ
い
ろ
な
立

場
で
お
話
を
す
る
と
、
と
て
も
20
分
で
は
時
間
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
ど
の
立
場
を
中
心
に
話
を
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
宗
内
の
研
修
会
、
あ
る
い
は
会
議
、
す
べ
て

お
寺
の
会
議
、
お
寺
の
研
修
会
で
ご
ざ
い
ま
す
。
対
檀
家
の
目
線
、

檀
家
の
視
線
で
見
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
ん
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、
私
に
で
き
る
こ
と
は
、
鉄
工
所
の
息
子
が
お
寺
さ
ん

を
見
て
、
こ
れ
か
ら
は
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
、
ま
ず
最
初
に

お
断
り
し
て
お
き
ま
す
の
は
、
在
家
の
視
点
に
立
っ
て
、
こ
れ
か
ら

ど
う
い
う
ふ
う
な
お
寺
が
望
ま
し
い
の
か
、
ど
う
い
う
こ
と
を
し
て

ほ
し
い
の
か
、
檀
家
の
立
場
で
ま
ず
も
っ
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

甚
だ
複
雑
な
立
場
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
特
に
本
山
に
お
り
ま
す
と
、

た
ち
ま
ち
こ
れ
が
終
わ
り
ま
す
と
東
京
へ
飛
び
ま
し
て
、
来
年
度
入

行
す
る
人
の
教
師
養
成
道
場
の
面
接
官
で
増
上
寺
へ
行
く
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
た
後
ほ
ど
、
ち
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ょ
っ
と
一
端
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
指
導
現
場
の
立

場
、
き
ょ
う
も
ち
ょ
っ
と
来
て
い
ま
す
が
、
こ
と
し
の
修
練
道
場
生

10
人
来
て
お
り
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
地
方
の
講
習
会
へ
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
の
お
話
、

あ
る
い
は
、
私
が
教
え
て
い
る
法
式
の
、
京
都
で
教
え
て
い
る
の
も

あ
り
ま
す
し
、
自
坊
で
毎
月
20
人
ほ
ど
の
有
志
が
集
ま
っ
て
梵
音
会

と
い
う
会
を
つ
く
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
教
師
、
そ
れ
ぞ
れ
、
若

い
青
年
僧
が
生
の
声
を
私
の
ほ
う
へ
寄
せ
て
く
れ
ま
す
。
何
を
悩
ん

で
い
る
の
か
、
何
に
ぶ
ち
当
た
っ
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
う
現
場
の

お
話
を
こ
れ
か
ら
申
し
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
佐
藤
先
生
の
お
話
と
も
引
っ
か
か
る
の
で
す
が
、
僧
侶
養

成
、
本
山
で
は
道
場
が
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、
僧
侶
養
成
の
立
場
か

ら
と
い
う
こ
と
で
、
２
番
目
の
話
か
ら
進
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

教
師
の
資
質
向
上
と
い
う
こ
と
は
、
去
年
の
12
月
に
豊
岡
内
局
が

発
足
い
た
し
ま
し
て
、
こ
と
し
の
３
月
の
第
１
０
５
次
の
宗
会
で
も

提
言
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
も
う
弟
子
だ
け
の
問
題
と
違
っ
て
、

跡
継
ぎ
だ
け
の
問
題
と
違
っ
て
、
師
匠
も
ち
ょ
っ
と
大
丈
夫
か
な
と

い
う
師
匠
が
お
ら
れ
ま
す
。

　

面
接
し
て
い
る
と
わ
か
る
ん
で
す
が
、
毎
月
、
宗
報
に
、
毎
月
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
２
カ
月
に
１
回
ぐ
ら
い
広
告
を
載
せ
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
、
く
ろ
谷
の
法
式
塾
と
い
う
の
を
。
場
所
は

た
だ
な
も
の
で
す
か
ら
、
本
山
で
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

が
、
そ
こ
で
は
、
別
に
法
式
の
専
門
家
が
寄
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
し

に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
教
師
も
た
く
さ
ん
、
夕
方
、
仕
事
が
終
わ
っ
て

か
ら
駆
け
足
で
来
ら
れ
る
。
広
島
か
ら
来
ら
れ
る
、
北
九
州
か
ら
来

ら
れ
る
、
東
京
か
ら
新
幹
線
賃
わ
ざ
わ
ざ
払
っ
て
、
２
時
間
ほ
ど
の

話
を
聞
き
に
来
ら
れ
る
。

　

何
を
求
め
て
お
ら
れ
る
か
。
結
論
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
小
僧

生
活
を
し
て
な
い
の
で
、
今
さ
ら
聞
け
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

一
応
、
小
さ
い
と
き
に
僧
籍
登
録
し
て
、
得
度
式
を
受
け
た
か
は
知

ら
ん
け
れ
ど
も
、
今
と
な
っ
て
は
、
年
齢
的
な
も
の
、
実
の
親
、
も

う
死
ん
で
し
も
う
て
い
や
へ
ん
、
師
匠
と
い
う
名
前
の
人
、
聞
こ
う

と
思
っ
て
も
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
は
聞
き
に
く
い
、
父
親
は
聞
き
に

く
い
、
か
と
い
っ
て
法
類
の
近
所
の
お
寺
へ
行
く
の
も
手
間
や
、
聞

け
な
い
。

　

何
が
聞
け
な
い
か
。
座
布
団
の
座
り
方
一
つ
知
ら
ん
の
で
す
ね
。

立
派
な
大
僧
都
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
人
が
、
座
布
団
の

座
り
方
、
草
履
の
脱
ぎ
方
を
知
ら
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
微
に
入

り
細
に
入
り
、
宗
主
催
、
あ
る
い
は
、
中
央
で
教
え
ら
れ
な
い
細
か

い
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
法
式
塾
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
寺
小
屋
で
教
え
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て
お
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
話
が
そ
れ
ま
し
た
が
、
教
師
入
行
試
験
、
大
分

定
着
し
て
ま
い
り
ま
し
て
、
ま
し
に
な
り
ま
し
た
が
、
座
布
団
１
枚

敷
い
て
あ
る
ん
で
す
。
畳
２
枚
ほ
ど
敷
い
て
あ
っ
て
、
経
机
が
一
つ
。

オ
リ
ン
と
木
魚
が
置
い
て
あ
る
。
如
法
衣
を
つ
け
て
、
日
常
勤
行
し

て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
入
行
す
る
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
を
見
き

わ
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
。

　

座
布
団
１
枚
敷
い
て
あ
る
。「
ど
う
ぞ
お
入
り
く
だ
さ
い
。」
お
弟

子
さ
ん
が
先
入
っ
て
き
て
、
師
匠
が
後
ろ
か
ら
つ
い
て
来
る
。
座
布

団
１
枚
敷
い
て
あ
っ
た
ら
、
ポ
ン
と
そ
こ
へ
座
る
ん
で
す
ね
、
そ
の

子
が
。
師
匠
は
畳
の
上
に
直
座
り
で
す
。

　

わ
か
り
ま
す
か
。
だ
れ
の
た
め
に
敷
い
て
あ
る
座
布
団
か
と
い
っ

た
ら
、
お
師
匠
さ
ん
の
た
め
に
敷
い
て
あ
る
座
布
団
で
す
よ
。
２
枚

敷
い
と
い
た
ら
問
題
な
い
ん
で
す
が
、
１
枚
敷
い
て
あ
っ
た
ら
、
そ

の
座
布
団
へ
弟
子
が
座
り
よ
る
ん
で
す
。
師
匠
が
畳
に
直
座
り
。
こ

れ
が
浄
土
宗
団
の
現
状
で
す
。

　

如
法
衣
の
着
脱
を
見
る
と
い
う
か
、
突
貫
工
事
で
教
え
た
ん
で
し

ょ
う
ね
。
し
ど
ろ
も
ど
ろ
で
も
、
く
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
も
、
何
と
か
ひ

も
結
ん
で
着
け
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
か
ら
日
常
勤

行
の
試
験
を
す
る
と
い
う
の
で
、
片
手
で
お
経
本
持
っ
て
い
ま
す
か

ら
、
そ
れ
が
邪
魔
に
な
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
ポ
ン
と
畳
の

上
へ
置
く
ん
で
す
。

　

我
々
、
何
ぼ
鉄
工
所
の
息
子
で
も
、
お
経
本
と
い
う
の
は
あ
り
が

た
い
も
ん
や
と
思
っ
て
ま
す
か
ら
、
畳
の
上
へ
置
き
ま
せ
ん
。
普
通

は
、
経
机
の
上
と
か
、
扇
子
の
上
へ
置
く
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

　

で
す
か
ら
、
お
寺
の
息
子
、
あ
る
い
は
、
お
孫
さ
ん
が
そ
の
程
度

の
こ
と
や
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
帰
依
三
宝
の
心
な
ん
か
ど
っ
か

行
っ
て
し
ま
っ
て
あ
ら
へ
ん
と
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
こ
と
で
し
ば

ら
く
来
ま
し
て
、
こ
の
ご
ろ
割
と
定
着
し
ま
し
て
、
大
分
ま
し
に
な

り
ま
し
た
が
、
平
成
の
17
、
18
年
ぐ
ら
い
か
ら
、
大
分
教
師
の
入
行

試
験
も
ま
し
に
は
な
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
や
な
と
い
う

の
が
私
の
目
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
３
番
目
、
小
僧
生
活
の
す
す
め
と
い
う
の
で
、
私
、
自

分
で
な
り
と
う
て
な
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
師
匠
を
探
し
て
、
滋
賀

教
区
の
湖
北
の
片
田
舎
の
寺
へ
入
っ
た
わ
け
で
す
が
、
怖
か
っ
た
ね
。

明
治
38
年
生
ま
れ
の
師
匠
、
顔
を
見
る
だ
け
で
も
怖
か
っ
た
。
と
に

か
く
挨
拶
で
も
、
何
分
遅
い
と
か
、
何
日
遅
い
と
か
い
っ
て
、
鉄
拳

が
飛
ん
で
き
ま
す
。
お
勤
め
の
最
中
で
も
、
ど
な
り
ま
す
か
ら
ね
。

と
に
か
く
師
匠
の
顔
色
を
見
な
が
ら
見
な
が
ら
育
っ
た
。

　

お
寺
の
中
で
は
一
切
俗
服
は
着
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ず
っ
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と
白
衣
の
ま
ま
。
寺
に
い
る
と
き
は
着
物
着
と
れ
と
い
う
の
で
、
そ

う
い
う
生
活
を
し
て
き
た
の
で
、
恐
ら
く
昭
和
最
後
の
私
が
小
僧
と

違
う
か
な
と
思
う
ん
で
す
が
、
明
治
38
年
生
ま
れ
の
師
匠
の
薫
陶
を

受
け
て
、
怖
い
師
匠
や
っ
た
か
ら
今
自
分
が
あ
る
ん
か
な
。

　

そ
の
師
匠
の
周
り
の
取
り
巻
き
が
ま
た
こ
れ
、
あ
り
が
た
い
仏
縁

で
、
毎
回
、
法
要
に
は
、
師
匠
の
友
達
や
っ
た
野
島
宣
道
、
寺
田
定

信
と
い
う
よ
う
な
、
岩
井
信
道
、
そ
う
い
う
よ
う
な
先
生
方
が
、
私

の
師
匠
の
寺
へ
毎
回
、
法
要
ご
と
に
お
説
教
に
来
ら
れ
る
。

　

で
、
お
説
教
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
夕
方
か
ら
夜
、
お
酒
を
つ
い
で
、

昔
話
を
聞
く
ん
で
す
。
高
校
時
代
の
私
が
ね
。
そ
れ
が
今
の
自
分
の

糧
に
な
っ
て
い
る
。
あ
ん
な
説
教
師
に
な
り
た
い
な
、
あ
ん
な
お
話

し
た
い
な
、
あ
こ
が
れ
る
よ
う
な
見
本
が
目
の
前
に
あ
っ
た
ん
で
す
。

　

法
要
の
導
師
は
、
私
の
師
匠
は
し
ま
せ
ん
。
下
で
演
出
ば
っ
か
り

し
て
い
て
、
法
要
の
導
師
は
自
分
の
友
達
や
っ
た
か
ら
、
稲
岡
覚
順
、

金
戒
光
明
寺
の
前
の
前
の
御
前
さ
ん
呼
ん
で
き
た
り
、
自
分
の
同
級

生
か
ら
江
藤
澄
賢
さ
ん
、
浄
華
院
か
ら
呼
ん
で
き
た
り
し
て
、
法
要

は
友
達
に
導
師
頼
ん
ど
い
て
、
自
分
は
裏
方
し
と
る
ん
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
方
と
お
知
り
合
い
に
な
れ
て
、
昔
話
を

た
く
さ
ん
聞
け
た
、
そ
れ
が
今
の
私
の
宝
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
昨
今
、
あ
こ
が
れ
る
よ
う
な
師
匠
が
少
な
く
な
っ
て
き

た
。
判
こ
だ
け
押
す
師
匠
、
養
成
講
座
で
弟
子
が
何
か
問
題
起
こ
し

て
、
師
匠
責
任
取
れ
ち
ゅ
う
て
電
話
か
け
た
ら
、
私
判
こ
だ
け
押
し

た
か
ら
知
り
ま
せ
ん
と
い
う
よ
う
な
師
匠
が
現
実
に
い
っ
ぱ
い
い
る

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
坊
さ
ん
ら
し
い
坊
さ
ん
と
い
う
の
が
少
の
う
な
っ
て

き
た
な
と
い
う
の
が
、
在
家
の
目
か
ら
見
た
今
の
７
，０
０
０
カ
寺
、

浄
土
宗
門
の
、
私
か
ら
見
た
姿
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

師
匠
と
寝
食
を
と
も
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
っ
て
き
た
、

養
成
講
座
で
も
こ
の
ご
ろ
ま
し
に
な
り
ま
し
た
が
、
少
僧
都
と
律
師

が
合
併
し
た
、
初
め
て
養
成
講
座
が
始
ま
っ
た
と
き
、
ま
だ
法
式
の

講
義
は
私
と
西
山
先
生
が
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
入
行
初
日
、
昼
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
京
都
駅
か
ら
来
は
っ
た
ん
で
し
ょ

う
。
黒
谷
の
と
こ
ろ
へ
タ
ク
シ
ー
で
乗
り
つ
け
て
、
親
が
２
週
間
分

の
子
供
の
荷
物
を
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
引
い
て
く
る
ん
で
す
。
そ
の

入
行
す
る
子
供
は
、
涼
し
い
顔
で
ポ
ー
チ
一
つ
で
来
よ
る
ん
で
す
。

大
丈
夫
か
な
、
こ
の
寺
は
、
と
思
い
ま
す
。

　

逆
や
ろ
！　

自
分
の
荷
物
は
自
分
で
持
て
よ
と
思
い
ま
す
が
、
新

幹
線
賃
出
し
て
も
ろ
う
て
、
養
成
講
座
の
費
用
を
出
し
て
も
ろ
う
て
、

お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
の
肩
は
も
ん
で
も
、
自
分
の
荷
物
は
持
た
す

べ
き
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
ゴ
ロ
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ゴ
ロ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
２
週
間
分
の
子
供
の
荷
物
を
押
し
て
、
子
供
は
涼
し

い
顔
し
て
来
よ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

従
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
宗
門
、
一
般
の
テ
レ
ビ
で
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
あ
ん
な
先
生
が
ほ
し
い
な
あ
っ
て
、
皆
さ
ん
ご
存
じ

や
と
思
い
ま
す
が
、
武
田
鉄
矢
と
い
う
俳
優
さ
ん
が
長
年
に
わ
た
っ

て
、
１
９
７
９
年
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
第
１
回
が
。
こ
の
間
、
平

成
23
年
の
３
月
、
お
彼
岸
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
の
長
い
「
３
年

Ｂ
組
金
八
先
生
」、
あ
あ
い
う
先
生
や
っ
た
ら
、
暴
力
事
件
も
い
じ

め
も
何
も
な
い
や
ろ
な
、
あ
ん
な
先
生
欲
し
い
な
、
と
い
う
よ
う
な

テ
レ
ビ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
。

　

我
々
も
、
あ
ん
な
坊
さ
ん
に
な
り
た
い
な
、
あ
ん
な
人
や
っ
た
ら

え
え
な
、
そ
う
い
う
よ
う
な
理
想
的
な
坊
さ
ん
が
少
な
く
な
っ
て
き

た
の
と
違
う
か
な
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
あ
ま
あ
、
求

め
ら
れ
る
も
の
は
、
絵
に
か
い
た
餅
は
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
す
が
、

基
本
が
出
来
て
応
用
の
出
来
る
僧
侶
と
３
番
目
に
書
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

学
校
と
自
坊
は
違
う
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、『
法

要
集
』
は
で
き
た
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
で
き
た
、
皆
さ
ん
知
っ
て
は
り
ま
す

か
。
知
ら
ん
で
し
ょ
う
。
つ
く
っ
た
だ
け
で
、
配
ら
へ
ん
か
ら
で
す

ね
、
宗
門
は
。
あ
れ
全
箇
寺
に
配
っ
た
ら
、
知
ら
ん
の
は
問
題
な
ん

で
す
。
勉
強
せ
ん
ほ
う
が
悪
い
ん
で
す
か
ら
。
配
ら
へ
ん
の
や
か
ら
、

気
の
な
い
人
は
『
法
要
集
』
で
も
買
わ
へ
ん
で
し
ょ
う
。
ま
だ
折
本

の
『
法
要
集
』
使
っ
て
は
る
人
あ
る
で
し
ょ
う
。
平
成
に
な
っ
て
か

ら
新
版
の
『
法
要
集
』
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
ね
が
ね
宗
報

に
載
っ
て
あ
る
か
ら
知
っ
て
は
い
は
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
配
り
ま
せ

ん
か
ら
知
り
ま
せ
ん
ね
。
知
り
ま
せ
ん
か
ら
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
あ
、
こ
の
席
で
法
式
が
平
成
に
な
っ
て
か
ら
ど
う
変
わ
っ
た
か

と
い
う
話
を
し
て
も
、
む
だ
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
例
え
ば
、
若
和

尚
が
、
檀
家
へ
お
参
り
に
行
っ
て
人
形
供
養
し
て
く
れ
。
え
ら
い
こ

っ
ち
ゃ
、『
法
要
集
』、
ペ
ー
ジ
め
く
っ
て
調
べ
て
も
、
人
形
供
養
載

っ
て
ま
せ
ん
。
除
夜
の
鐘
撞
こ
う
か
い
な
と
思
っ
て
、
除
夜
の
鐘
の

項
目
見
た
ら
載
っ
て
な
い
で
す
ね
。『
法
要
集
』
に
は
。
要
る
け
れ

ど
も
、
載
っ
て
な
い
。
ち
ょ
っ
と
足
ら
ん
の
で
す
。
浄
土
宗
の
『
法

要
集
』
欲
し
い
項
目
が
載
っ
て
な
い
。

　

七
日
七
日
、
住
職
が
お
参
り
に
行
っ
て
た
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と

住
職
仕
事
が
、
用
事
が
に
わ
か
に
あ
る
の
で
、「
お
ま
え
ち
ょ
っ
と

三
七
日
か
わ
り
に
行
っ
て
こ
い
。」
行
か
れ
た
ら
檀
家
さ
ん
に
質
問

さ
れ
た
。「
オ
ッ
サ
ン
、
ワ
カ
オ
ッ
サ
ン
、
三
月
越
し
の
中
陰
は
あ

か
ん
の
や
ろ
か
。
中
陰
三
月
に
ま
た
が
っ
た
ら
あ
か
ん
の
や
ろ

か
？
」。
学
校
で
聞
い
た
こ
と
な
い
。
加
行
で
も
そ
ん
な
こ
と
聞
い
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た
こ
と
が
な
い
。
答
え
ら
れ
へ
ん
。
で
、
慌
て
て
法
式
塾
に
来
て
い

る
よ
う
な
人
も
お
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
学
校
と
現
場
と
は
違
う
ん
で
す
か
ら
、
基
本
が
出
来

て
応
用
の
で
き
る
僧
侶
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
少
な
か
ら
ず
、

本
堂
に
火
つ
け
て
き
て
く
れ
ち
ゅ
う
た
ら
、
ほ
ん
ま
に
本
堂
に
新
聞

紙
持
っ
て
行
っ
て
火
つ
け
か
け
る
人
が
今
あ
り
そ
う
で
す
か
ら
ね

（
笑
）、
正
直
で
す
け
れ
ど
も
。

　

あ
る
と
き
に
、
大
殿
に
ろ
う
そ
く
つ
け
て
く
れ
と
言
っ
た
ら
、
ろ

う
そ
く
だ
け
立
っ
て
、
火
が
つ
い
て
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
黒
谷

で
あ
っ
た
話
で
す
け
れ
ど
も
。
ろ
う
そ
く
立
て
て
、
火
つ
け
て
、
線

香
立
て
て
、
火
つ
け
て
、
お
焼
香
の
炭
に
火
つ
け
て
入
れ
よ
、
そ
こ

ま
で
言
わ
ん
と
、
大
殿
に
火
つ
け
て
き
て
言
う
た
ら
、
ま
た
燃
や
し

ま
す
か
ら
ね
。
言
う
た
こ
と
は
、
こ
の
ご
ろ
の
若
い
人
は
正
直
に
聞

い
て
く
れ
る
ん
で
す
が
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
得
度
入
門
者
に
五
重
相
伝
を
受
け
さ
せ
る
提
案

と
い
う
の
が
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
在
家
の
結
縁
五
重
で

す
が
、
こ
れ
を
小
僧
さ
ん
、
別
に
中
学
生
で
も
高
校
生
で
も
え
え
ん

で
す
が
、
そ
れ
に
受
付
と
か
受
者
係
、
弁
当
運
び
、
あ
る
い
は
、
食

事
当
番
、
あ
る
い
は
、
ろ
う
そ
く
、
線
香
つ
け
の
殿
司
、
塗
香
、
触

香
の
係
、
そ
う
い
う
の
を
や
ら
す
と
、
恐
ら
く
、
い
き
な
り
教
師
養

成
道
場
に
入
行
せ
い
と
い
っ
て
も
、
あ
る
程
度
は
で
き
る
と
思
う
ん

で
す
、
身
の
こ
な
し
が
。

　

で
す
か
ら
、
こ
れ
は
私
だ
け
の
意
見
と
違
い
ま
す
が
、
道
場
関
係

者
が
割
と
口
を
そ
ろ
え
て
言
う
ん
で
す
が
、
得
度
入
門
す
る
新
発
意

に
は
、
加
行
を
受
け
る
ま
で
に
一
遍
、
檀
家
さ
ん
と
一
緒
に
五
重
相

伝
と
い
う
も
の
を
体
験
せ
い
と
言
う
た
ら
、
割
と
そ
の
お
手
伝
い
を

さ
せ
た
ら
、
お
寺
さ
ん
の
基
本
が
で
き
る
ん
違
う
か
な
と
い
う
考
え

が
一
つ
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
４
番
目
は
、
皆
さ
ん
釈
迦
に
説
法
に
な
り
ま
す
か
ら

詳
し
く
申
し
ま
せ
ん
が
、
昨
今
の
お
葬
式
の
変
化
、
直
葬
と
か
い
い

ま
す
が
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
坊
さ
ん
の
数
、

脇
導
師
、
役
僧
が
だ
ん
だ
ん
な
く
な
っ
て
１
人
に
な
る
、
大
勢
か
ら

独
僧
に
な
っ
て
、
お
坊
さ
ん
の
数
が
減
っ
て
き
て
、
葬
式
も
自
宅
か

ら
葬
儀
社
、
会
館
へ
。

　

ほ
と
ん
ど
そ
う
な
り
ま
す
と
、
正
座
か
ら
い
す
席
へ
と
い
う
こ
と

で
、
法
式
の
関
係
で
は
、
衣
帯
の
こ
と
も
ぼ
つ
ぼ
つ
考
え
な
ら
ん
と

違
う
の
か
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
曲
彔
み
た
い
な
も
の
で
す
か
ら
、

す
そ
が
く
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
る
ん
で
す
ね
。
今
の
皆
さ
ん
お
召
し
の
衣
、

禅
宗
か
ら
来
た
衣
で
す
が
、
お
尻
の
と
こ
ろ
が
く
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な

る
。
脇
に
ひ
だ
が
固
ま
っ
て
い
る
素
絹
や
ら
の
ほ
う
が
え
え
ん
で
は
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な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
っ
て
も
し
か
る
べ
き
も
の
で
す
か
ら
、

年
が
明
け
て
１
月
14
日
に
な
り
ま
す
と
、
慈
覚
大
師
の
１
１
５
０
年

の
ご
遠
忌
が
天
台
宗
の
ほ
う
で
は
回
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
我
々
が
つ

け
て
い
る
こ
う
い
う
輪
袈
裟
、
伝
道
袈
裟
の
原
型
で
あ
る
お
袈
裟
も
、

慈
覚
大
師
が
入
唐
し
て
い
る
と
き
に
法
難
に
遭
っ
て
、
急
に
着
て
い

る
袈
裟
を
く
る
く
る
く
る
っ
と
巻
い
て
、
首
に
か
け
た
と
い
う
こ
と

が
発
端
や
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

　

改
良
服
で
も
、
黒
田
真
洞
さ
ん
が
、
明
治
ぐ
ら
い
に
黒
衣
を
改
良

し
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
さ
れ
た
ん
で
す
か
ら
、
時
代
と
と
も
に
衣
帯

も
変
わ
っ
て
く
る
。

　

で
す
か
ら
、
当
然
、
お
葬
儀
の
形
態
も
変
わ
っ
て
き
た
ら
、
そ
う

い
う
こ
と
も
法
式
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
３
番

目
に
書
い
て
あ
る
の
は
、
葬
儀
よ
り
も
通
夜
に
力
を
注
ぐ
べ
き
。
こ

れ
は
会
葬
者
が
、
お
葬
式
、
出
棺
の
見
送
り
よ
り
も
、
仕
事
帰
り
と

い
う
こ
と
で
、
お
通
夜
の
ほ
う
が
多
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
昔
や
っ
た
ら
、
お
通
夜
の
ほ
う
軽
い
衣
装
に
し
て
お

い
て
、
お
葬
儀
の
ほ
う
を
第
一
礼
装
で
と
い
う
よ
う
な
考
え
の
方
が

多
か
っ
た
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
今
の
若
い
方
の
考
え
で
は
、
お

葬
儀
も
お
通
夜
も
似
た
よ
う
な
も
の
、
お
坊
さ
ん
の
人
数
少
な
か
っ

た
ら
、
両
方
と
も
第
二
礼
装
ぐ
ら
い
に
し
て
し
ま
お
う
か
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
申
さ
れ
る
方
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
考
え
る
よ
う

な
時
期
に
来
て
い
る
の
か
な
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

中
陰
も
簡
略
化
さ
れ
る
。
当
日
初
七
日
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言

い
出
し
て
、
葬
儀
屋
が
宣
伝
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
七
日
七
日
お
参

り
に
行
く
こ
と
が
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
せ
め
て
い
ろ
い

ろ
な
あ
り
が
た
い
節
念
仏
の
一
つ
で
も
聞
か
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、
お

坊
さ
ん
と
し
て
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
も
必
要
や
と
思
っ
て
、
今
の
若
い

人
に
は
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
葬
儀
が
変
化
す

る
と
、
当
然
、
墓
も
変
化
し
て
く
る
。

　

５
番
と
し
て
は
、
個
人
（
家
）
か
ら
合
祀
型
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
こ
れ
が
ど
う
も
は
や
っ
て
い
る
。
檀
家
の
若
い
人
。
黒

谷
に
も
30
年
間
た
め
た
お
骨
が
納
骨
堂
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
て
、

ど
う
す
る
か
、
協
議
会
で
案
件
を
出
し
ま
し
て
考
え
て
い
た
だ
い
て
、

私
が
骨
仏
ど
う
か
な
と
い
う
こ
と
で
、
一
心
寺
さ
ん
と
違
う
形
の
骨

仏
で
す
が
、
金
箔
貼
り
ま
し
て
仕
上
げ
た
の
で
、
木
で
つ
く
っ
た
仏

さ
ん
と
似
た
よ
う
な
感
じ
な
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
骨
仏
が
で
き
上

が
り
ま
し
た
。

　

無
縁
に
す
る
の
は
抵
抗
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
管
理
費
な
ど
を
払
う

の
は
面
倒
や
と
い
う
よ
う
な
人
が
ふ
え
て
き
て
、
こ
の
間
も
、
８
月
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の
８
日
で
す
が
、
黒
谷
の
大
殿
の
賽
銭
箱
の
横
、
夕
方
閉
め
に
行
こ

う
と
思
っ
た
ら
お
骨
が
置
い
て
あ
っ
て
ね
、
名
前
も
書
い
て
あ
る
ん

で
す
が
、
お
金
が
で
き
た
ら
引
き
取
り
に
行
き
ま
す
。
そ
れ
ま
で
預

か
れ
。

　

ね
え
こ
れ
、
お
寺
で
す
か
ら
、
拝
む
の
が
仕
事
で
す
か
ら
、
今
、

納
骨
堂
に
預
か
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
そ
ん
な
こ
と
も
ふ
え

て
く
る
ん
と
違
う
か
な
、
困
っ
た
時
代
や
な
と
い
う
、
納
骨
違
う
て

捨
て
骨
や
な
と
言
う
て
た
ん
で
す
が
。
新
生
活
運
動
の
名
の
も
と
に
、

生
き
て
い
る
人
は
大
事
に
す
る
け
れ
ど
も
、
死
ん
だ
人
に
は
年
忌
省

い
て
し
も
う
た
り
、
月
参
り
省
い
て
し
も
う
た
り
、
簡
素
化
が
進
ん

で
い
る
と
い
う
よ
う
な
現
状
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

以
前
は
、
お
盆
は
帰
っ
て
き
た
先
祖
そ
の
家
そ
の
家
代
々
、
決
ま

っ
た
お
献
立
で
お
も
て
な
し
を
す
る
、
お
迎
え
し
て
か
ら
お
送
り
す

る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
今
は
違
う
ん
で
す
ね
。
お
盆

は
海
や
ら
山
や
ら
海
外
や
ら
行
楽
に
行
っ
て
、
和
尚
さ
ん
お
参
り
に

来
は
っ
て
も
留
守
と
い
う
こ
と
が
ふ
え
て
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

　

大
方
の
方
は
お
わ
か
り
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
本
堂
や
ら
営
繕

す
る
の
は
今
の
う
ち
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
庫
裏
建

て
か
え
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
オ
ッ
サ
ン
住
ん
で
は
る
ん
や
ろ
う
、
オ

ッ
サ
ン
建
て
な
は
い
と
言
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。
辛
う
じ
て
本
堂
は
先

祖
を
祭
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
か
ら
ち
ょ
っ
と
し
よ
う
か
い
な
と
い
う

気
に
な
る
け
れ
ど
も
、
山
門
や
ら
、
門
み
た
い
な
の
な
か
っ
て
も
お

寺
で
き
ま
す
や
ろ
、
柱
２
本
建
て
と
い
て
、
か
ん
ぬ
き
入
れ
と
い
た

ら
よ
ろ
し
い
が
な
、
言
わ
れ
た
ら
、
そ
ん
で
立
た
り
ま
せ
ん
。
庫
裏

に
至
っ
て
は
、
も
う
こ
れ
か
ら
、
若
い
世
代
、
お
寺
の
た
め
に
費
用

出
そ
う
か
い
な
と
い
う
世
代
は
、
恐
ら
く
な
い
で
し
ょ
う
ね
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
、
時
間
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
我
が
宗
門
寺
院
に
求
め
ら
れ

る
、
そ
こ
に
書
い
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
最
後
の
行
に
書
い
た
、

こ
れ
は
私
の
言
葉
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
お
寺
が
、
檀
家

さ
ん
が
「
こ
ん
に
ち
は
」
と
来
は
っ
た
ら
、
も
う
一
度
行
き
た
い
と

い
う
お
寺
づ
く
り
、
こ
れ
が
13
年
、
私
ど
も
の
本
山
で
お
勤
め
い
た

だ
い
て
、
知
恩
院
へ
お
上
り
い
た
だ
い
た
坪
井
猊
下
の
お
言
葉
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

も
う
一
度
行
き
た
い
な
、
二
度
と
あ
ん
な
寺
行
く
か
と
思
わ
れ
た

ら
、
そ
ん
で
終
わ
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
一
度
行
き
た
い
な
、
ぷ

ー
ん
と
お
香
の
に
お
い
が
し
ま
し
て
、
オ
ッ
サ
ン
が
気
さ
く
に
出
て

き
て
く
だ
さ
る
、
奥
か
ら
奥
さ
ん
が
お
茶
を
出
し
て
く
れ
は
る
、
そ

ん
な
も
う
一
度
行
き
た
い
な
と
思
う
よ
う
な
お
寺
づ
く
り
を
目
指
す
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と
い
う
の
が
、
私
の
立
場
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

在
家
の
視
点
か
ら
、
お
寺
は
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
、
後
継
者
は
こ

う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
の
も
と
に
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
。
袖
山
榮
輝
先
生
、「
檀
家
と
浄
土
宗
寺

院
・
教
師
の
将
来
～
減
少
す
る
日
本
の
人
口
を
見
据
え
つ
つ
～
」
と

い
う
意
見
を
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

袖
山　

浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
袖
山
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

私
は
従
来
、
法
然
上
人
の
法
語
集
の
編
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
と
か
、

あ
る
い
は
、
浄
土
三
部
経
の
現
代
語
訳
を
ず
っ
と
や
ら
せ
て
い
た
だ

い
て
お
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
は
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所

に
お
き
ま
し
て
は
、「
21
世
紀
の
浄
土
宗
の
課
題
研
究
」
と
い
う
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
世
話
役
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
き
ょ
う
の
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
パ

ネ
ラ
ー
の
役
を
果
た
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
翻
訳
や
ら
何
や
ら
を
や
っ
て
お
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
そ
の
間
に
お
き
ま
し
て
も
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
と
い
う
と

こ
ろ
は
、
現
代
社
会
と
ど
う
か
か
わ
り
な
が
ら
、
ど
う
研
究
課
題
を

見
つ
め
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
役
割
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
重
々
承
知
を
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
い
つ
も
気
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
の
は
、
あ
る
い
は
、

話
題
に
上
っ
て
く
る
の
は
、
少
子
高
齢
化
と
い
う
も
の
が
、
私
ど
も

浄
土
宗
、
あ
る
い
は
、
日
本
の
中
で
、
一
体
ど
う
い
う
変
化
を
起
こ

し
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
大
き
な
課
題
と
し
て
耳
に

は
し
て
お
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

き
ょ
う
は
、
少
子
高
齢
化
と
い
う
も
の
が
、
実
際
ど
ん
な
も
の
で

あ
る
の
か
、
つ
い
１
年
半
前
ま
で
、
現
代
語
訳
ば
か
り
扱
っ
て
い
た

人
間
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
調
べ
ら
れ
る
範
囲
で
、
自
分
の
理
解
で

き
る
範
囲
の
中
で
ま
と
め
て
き
た
も
の
を
、
皆
さ
ん
方
に
ご
提
示
を

申
し
上
げ
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
変
容
す
る
社
会
、
進
行
す
る
少
子
高
齢
化
の
現
状
と
い
う

も
の
が
、
今
現
在
一
体
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
数
字
で
も
っ
て
ご

覧
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
、
日
本
の
総
人
口
は
１
億
2
，

７
５
７
万
５
，０
０
０
人
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
平

成
24
年
３
月
31
日
の
確
定
値
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
１
年
前

の
同
時
期
に
比
べ
ま
し
て
、
35
万
４
，０
０
０
人
減
少
し
て
お
る
わ
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け
で
ご
ざ
い
ま
す
（
表
１
）。

　

０
歳
か
ら
14
歳
ま
で
が
１
，６
６

４
万
３
，０
０
０
人
、
15
歳
か
ら
64

歳
ま
で
が
８
，０
７
９
万
２
，０
０
０

人
、
65
歳
以
上
が
３
，０
１
４
万
１
，

０
０
０
人
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
（
65
歳
以
上
が
人
口
の
23
．６
％

を
占
め
、
超
高
齢
社
会
と
評
さ
れ
る

21
％
を
超
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
14

％
を
超
え
る
と
高
齢
社
会
、
７
％
を

超
え
る
と
高
齢
化
社
会
と
評
さ
れ

る
）
が
、
前
年
に
比
べ
ま
し
て
、
０

歳
か
ら
14
歳
ま
で
が
15
万
９
，０
０

０
人
、
約
16
万
人
減
少
し
て
お
り
ま

す
。
15
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
く
く
り
で
申
し
上
げ
ま
す
と
、
80
万
２
，

０
０
０
人
減
少
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
65
歳
以

上
の
方
は
前
年
比
で
60
万
６
，０
０
０
人
増
加
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
進
行
す
る
少
子
高
齢
化
の
現
状
と
し
て
の
数
字
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
少
子
・
超
高
齢
社
会
が
お
よ

そ
50
年
後
、
一
体
ど
の
よ
う
な
数
字
に
変
わ

っ
て
い
く
の
か
。
日
本
の
人
口
と
い
う
も
の

は
、
平
成
72
年
、
２
０
６
０
年
の
段
階
で
、

１
億
人
を
大
き
く
下
回
り
ま
し
て
、
８
，６

７
４
万
人
と
い
う
推
計
が
出
て
お
り
ま
す

（
表
２
）。
こ
れ
は
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問

題
研
究
所
と
い
う
と
こ
ろ
の
統
計
資
料
か
ら

提
示
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、

２
０
１
０
年
に
比
べ
ま
し
て
、
４
，１
３
２

万
人
、
32
．３
％
の
減
少
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

同
じ
く
、
先
ほ
ど
の
年
齢
区
分
で
申
し
上

げ
ま
す
と
、
０
歳
か
ら
14
歳
が
７
９
１
万
人

で
、
２
０
１
２
年
比
で
８
９
３
万
人
、
約
９

０
０
万
人
と
い
う
数
の
人
間
が
減
っ
て
お
り

ま
す
。
15
歳
か
ら
64
歳
、
４
，４
１
８
万
人

と
い
う
こ
と
で
、
３
，７
５
５
万
人
の
減
少
。

こ
れ
に
対
し
て
、
65
歳
以
上
は
３
，４
６
４

万
人
で
５
１
６
万
人
の
増
加
と
な
り
ま
し
て
、

【表１】　超高齢社会の現状
◆日本の総人口　１億 2757 万５千人
	 前年同月に比べ　▲ 35 万４千人（▲ 0.28％）減少
年　齢 人　口　数 前　　年　　比
０～ 14 歳 1664 万３千人 ▲ 15 万９千人（▲ 0.95％）
15 ～ 64 歳 8079 万２千人 ▲ 80 万２千人（▲ 0.98％）
65 歳以上 3014 万１千人 △ 60 万６千人（△ 2.05％）

（総務省統計局「人口推計　平成 24 年 8 月報」による　H24/3/31
　確定値に基づく）

【表２】50 年後の日本の人口
平成 72（2060）年　 8,674 万人 	 2010 年比▲ 4,132 万人（32.3％）減
年　齢 人　口　数 2010 年比 人口比率の推移
０～ 14 歳 791 万人 ▲ 893 万人（▲ 53.0％） 13.1％→ 9.1％　▲ 4.0 ｐ
15 ～ 64 歳 4,418 万人 ▲ 3,755 万人（▲ 45.9％） 63.8％→ 50.9％	▲ 12.9 ｐ
65 歳以上 3,464 万人 △ 516 万人（△ 17.5％％）23.0％→ 39.9％	△ 16.9 ｐ
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か
な
り
の
増
加
を
見
せ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

人
口
比
で
申
し
上
げ
ま
す
と
、
65
歳
以
上
が
39
．９

％
、
日
本
の
人
口
、
50
年
後
の
日
本
の
人
口
の
中
で
申

し
上
げ
ま
す
と
、
10
人
に
４
人
が
65
歳
以
上
の
方
々
に

な
る
と
い
う
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
、
こ
の
人
口
の
減
少
、
こ
れ
か
ら
申
し
上
げ
る

数
字
の
上
か
ら
、
特
に
10
代
、
20
代
、
30
代
の
方
々
が

も
の
す
ご
い
勢
い
で
減
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な

印
象
を
受
け
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
人
口
の
推
移

を
30
代
、
20
代
、
10
代
と
年
代
別
に
並
べ
て
み
ま
し
た

（
表
３
）。

　

こ
れ
も
人
口
問
題
研
究
所
の
数
字
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

30
代
の
人
口
が
、
２
０
０
５
年
で
男
性
が
９
３
３
万
人

何
が
し
。
女
性
が
９
１
５
万
人
何
が
し
で
ご
ざ
い
ま
す
。

細
か
い
数
字
は
何
が
し
で
省
略
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
が
、
男
性
は
２
０
１
０
年
で
９
１
６
万
６
千
何
が
し

で
ご
ざ
い
ま
す
。
16
万
９
，０
０
０
人
、
約
17
万
人
、

５
年
間
で
減
少
し
て
お
り
ま
す
。
女
性
の
方
は
と
申
し

上
げ
ま
す
と
、
８
９
４
万
３
千
何
が
し
で
、
お
よ
そ
21

万
人
減
っ
て
お
り
ま
す
。

【表３】30 代・20 代・10 代における人口の推移（2005 → 2010 → 2012）
30 代の日本の人口の推移

2005 2010 2012/8/1 概算値（万人）
年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
35 ～ 39 4,402,787 4,332,994 4,324,968 4,232,487 480 467
30 ～ 34 4,933,265 4,821,592 4,841,639 4,711,360 399 381
小計 9,336,052 9,154,586 9,166,607 8,943,847 879 848
05/10 比 － 169,445 － 210,739 － 38 － 46

20 代の日本の人口の推移
2005 2010 2012/8/1 概算値（万人）

年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
25 ～ 29 4,198,551 4,081,498 4,098,154 3,966,421 368 341
20 ～ 24 3,754,822 3,595,776 3,670,211 3,492,983 322 308
小計 7,953,373 7,677,274 7,768,365 7,459,404 690 649
05/10 比 － 185,008 － 217,870 － 87 － 97

10 代の日本の人口の推移
2005 2010 2012/8/1 概算値（万人）

年齢 男性 女性 男性 女性 男性 女性
15 ～ 20 3,373,430 3,194,950 3,339,816 3,159,944 311 296
10 ～ 14 3,080,678 2,933,974 3,057,792 2,911,652 301 287
小計 6,454,108 6,128,924 6,397,608 6,071,596 612 583
05/10 比 － 56,500 － 57,328 － 28 － 18
（国立社会保障 ･人口問題研究所「人口統計資料（2012）」／総務省統計局「人口推計平成 24 年８月
報」に基づく）
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続
き
ま
し
て
２
０
１
０
年
８
月
1
日
現
在
の
概
算
値
を
ご
覧
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
概
算
値
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

35
歳
か
ら
39
歳
ま
で
が
男
性
で
４
８
０
万
人
、
30
歳
か
ら
34
歳
が
３

９
９
万
人
、
合
計
８
７
９
万
人
で
、
２
０
１
０
年
に
比
べ
ま
し
て
30

歳
代
の
男
性
は
38
万
人
減
少
し
て
お
り
ま
す
。

　

２
０
０
５
年
か
ら
２
０
１
０
年
が
17
万
人
の
減
少
に
対
し
ま
し
て
、

38
万
人
減
少
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
人

口
の
減
少
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
ふ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
、
こ
の
私
で
も
そ
ん
な
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

女
性
の
方
は
、
35
歳
か
ら
39
歳
が
４
６
７
万
人
、
30
歳
か
ら
34
歳

が
３
８
１
万
人
、
合
計
８
４
８
万
人
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
２
０
１
０

年
比
で
46
万
人
の
減
少
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
35
歳
か
ら
39
歳
で
男
性
が
４
８
０

万
人
、
そ
の
次
の
５
歳
の
区
分
の
30
歳
か
ら
34
歳
の
と
こ
ろ
で
３
９

９
万
人
と
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
80
万
人
の
大
き
な
減
少
の
変
化
が

あ
る
わ
け
で
す
が
、
大
体
、
40
歳
を
ち
ょ
っ
と
欠
け
る
ぐ
ら
い
、
37

～
38
歳
か
ら
40
歳
ぐ
ら
い
が
第
２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
今
、
60
歳
代
と
、
こ
の
あ
た
り
の
年
代
の
と
こ
ろ
に
人
口
の
ピ

ー
ク
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
そ
の
後
、
ま
た
だ
ん
だ
ん
と
人

口
は
減
少
傾
向
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

次
に
20
代
の
日
本
の
人
口
の
推
移
を
ご
覧
を
い
た
だ
き
ま
す
。
数

字
を
追
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
２
０
０
５
年
か
ら
２

０
１
０
年
の
男
性
の
人
口
の
減
り
方
が
７
９
５
万
何
が
し
か
ら
７
７

６
万
何
が
し
へ
と
18
万
５
，０
０
０
人
の
減
、
女
性
で
す
と
９
１
５

万
何
が
し
か
ら
８
９
４
万
何
が
し
へ
と
21
万
７
，０
０
０
人
の
減
。

こ
れ
に
対
し
て
、
２
０
１
０
年
か
ら
２
０
１
２
年
は
、
男
性
が
６
９

０
万
人
で
87
万
人
の
減
、
女
性
が
６
４
９
万
人
で
97
万
人
の
減
と
い

う
ふ
う
に
減
少
し
て
お
り
ま
す
。

　

人
口
そ
の
も
の
も
減
っ
て
お
り
ま
す
。
10
代
の
人
口
の
推
移
を
ご

覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
２
０
１
２
年
の
20
代
、
男
性
６
９
０
万
人
に

対
し
ま
し
て
、
10
代
の
男
性
は
６
１
２
万
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
同
じ

く
10
代
の
女
性
は
５
８
３
万
人
。
２
０
０
５
年
か
ら
２
０
１
０
年
の

人
口
の
減
少
が
、
男
性
の
場
合
、
10
代
で
す
と
５
万
6
，０
０
０
人

の
減
少
が
、
２
０
１
０
年
か
ら
２
０
１
２
年
で
は
28
万
人
、
２
０
０

５
年
か
ら
２
０
１
０
年
の
女
性
の
減
少
は
５
万
7
，０
０
０
人
に
対

し
ま
し
て
、
女
性
は
18
万
人
の
減
少
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
私
ど
も
、「
少
子
高
齢
化
に
よ
っ
て
檀
家
制
度
が
揺
ら
い
で
い

く
」
と
か
と
い
う
こ
と
を
言
葉
で
も
っ
て
観
念
的
に
理
解
し
が
ち
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
実
際
の
数
字
で
も
っ
て
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
加
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速
す
る
少
子
化
の
ス
ピ
ー
ド
に
空
恐
ろ
し
い
感
じ
す
ら
し
て
く
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

次
に
、
少
子
高
齢
化
が
進
行
し
て
し
ま
っ
た
時
代
に
、
変
容
す
る

社
会
現
象
と
し
て
何
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
考

え
ま
す
と
、
そ
の
一
つ
に
、
家
族
形
態
の
変
容
と
し
て
単
独
世
帯
の

増
加
傾
向
と
い
う
も
の
が
認

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

存
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
ご
覧
い
た
だ
き
た

い
の
が
、
１
９
８
０
年
、
２

０
０
５
年
、
２
０
１
０
年
に

お
け
る
単
独
世
帯
が
一
体
ど

の
程
度
の
数
字
に
な
る
か
、

要
す
る
に
、
世
帯
主
ひ
と
り

だ
け
の
世
帯
が
ど
れ
く
ら
い

か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
（
表
４
）。

　

ひ
と
り
暮
ら
し
、
ひ
と
り

家
族
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
20
代

の
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
り
世
帯
、
単
独
世
帯
の
数
が
多
い
と
い
う
の
は
、

こ
れ
は
独
身
で
あ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
程
度
前
提
に
な
っ
て
、

納
得
い
く
数
字
で
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
、
40
代
の
40
歳
か
ら
44
歳

の
と
こ
ろ
を
ご
覧
を
い
た
だ
き
ま
す
と
、
１
９
８
０
年
で
は
、
28
万

５
，０
０
０
世
帯
、
こ
れ
は
世
帯
と
人
数
が
同
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
28
万
５
，０
０
０
人
の
方
が
単
独
世
帯
で
あ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
こ
れ
が
30
年
後
の
２
０
１
０
年
で
は
、
１
０
４
万
１
，

０
０
０
世
帯
の
方
が
単
独
世
帯
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、

ひ
と
り
で
生
活
を
な
さ
っ
て
い
る
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
独
身
の
方
が

急
増
し
て
い
る
と
読
み
取
っ
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
核
家
族
と
い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
こ
の
核
家
族
と
い
う
も
の
も
、
進
展
と
い
う
よ
り
も
、
核
家

族
そ
の
も
の
と
は
ま
た
違
う
形
態
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
、
か
よ
う
に
存
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

家
族
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
か
、
再
び
数
字
を

ご
覧
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
（
表
５
）、
核
家
族
世
帯
を

夫
婦
の
み
、
夫
婦
と
子
供
、
ひ
と
り
親
と
子
と
い
う
ふ
う
に
、
三
つ

に
分
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
２
０
０
５
年
か
ら
２
０
３
０
年
ま
で
５

年
刻
み
で
世
帯
数
を
並
べ
て
み
ま
し
た
。
２
０
１
５
年
以
降
は
推
計

の
数
字
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
夫
婦
と
子
供
と
い
う
い
わ
ゆ
る
核
家
族

【表４】年齢（５歳階級）別単独世帯数および比率の推移
　　　：1980 ～ 2010 年抜粋

年齢 単独世帯（1,000 世帯） 人口に対する比率
1980 年 2005 年 2010 年 1980 年 2005 年 2010 年

総数 7,105 14,457 16,045 6.1 11.3 12.6
20 ～ 24	 1,795 1,742 1,577 22.9 23.6 24.5
25 ～ 29	 1,118 1,619 1,591 12.4 19.5 21.8
30 ～ 34	 640 1,351 1,260 5.9 13.8 15.1
35 ～ 39	 353 994 1,220 3.8 11.3 12.5
40 ～ 44	 285 795 1,041 3.4 9.8 11.9
（国立社会保障 ･人口問題研究所「人口統計資料（2012）」に基づく）
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の
核
と
な
る
よ

う
な
家
族
構
成

が
ど
ん
ど
ん
と

減
っ
て
お
り
ま

す
。

　

そ
の
か
わ
り

に
、
微
増
と
い

え
ば
微
増
な
の

で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
ひ
と
り
親

と
子
と
い
う
組

み
合
わ
せ
が
増

え
て
ま
い
り
ま

す
。
こ
れ
は
、

あ
る
程
度
、
親

子
と
し
て
の
年

齢
が
上
が
っ
て

い
っ
て
、
そ
の

状
態
で
も
っ
て
、

片
方
の
親
御
さ

ん
が
亡
く
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
夫
婦
別
れ
を
な
さ
れ
て
、
ひ
と

り
親
と
子
供
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
、
そ
こ
は
こ
の
数

字
か
ら
だ
け
で
は
読
み
取
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
形
態
の
核
家

族
、
ひ
と
り
親
と
子
供
の
核
家
族
が
増
え
て
い
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
傾
向
よ
り
も
ま
し
て
増
え
て
い
る
の
が
、
単

独
世
帯
で
ご
ざ
い
ま
す
。
２
０
３
０
年
の
段
階
で
は
、
実
は
、
夫
婦

の
み
の
家
庭
よ
り
も
、
夫
婦
と
子
供
の
家
庭
よ
り
も
、
ひ
と
り
親
の

家
庭
よ
り
も
、
単
独
の
世
帯
が
増
え
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
数
が
一
番
多
く
な
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

　

で
は
、
こ
の
単
独
世
帯
が
増
加
傾
向
を
示
す
理
由
に
は
何
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
も
人
口
問
題
研
究
所
が
コ

メ
ン
ト
を
出
て
お
り
ま
し
て
、
読
み
上
げ
ま
す
と
、「
も
っ
ぱ
ら
晩

婚
化
、
未
婚
化
、
離
婚
の
増
加
、
親
子
同
居
率
の
低
下
と
い
っ
た
結

婚
世
帯
形
成
行
動
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
そ
の
よ
う

な
コ
メ
ン
ト
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
私
が
注
目
を
い
た
し
ま
し
た
の
は
、
生
涯
未
婚
率
と
い
う

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
生
涯
未
婚
率
と
い
う
の
は
、
45
歳
か
ら
49
歳

と
、
50
歳
か
ら
54
歳
の
方
の
統
計
の
中
か
ら
、
50
歳
の
と
き
に
未
婚

で
あ
ら
れ
る
方
、
一
度
も
結
婚
を
し
た
こ
と
が
な
い
方
の
割
合
を
算

出
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
結
構
衝
撃
的
な
数
字
だ
と
思
う
わ
け

【表５】家族類型別一般世帯の将来推計：2005 ～ 2030 年抜粋

年次 総　数 核家族世帯 単　独 その他総　数 夫婦のみ 夫婦と子 ひとり親と子
2005 49,063 28,394 9,637 14,646 4,112 14,457 6,212
2010 50,287 28,629 10,085 14,030 4,514 15,707 5,951
2015 50,600 28,266 10,186 13,256 4,824 16,563 5,771
2020 50,441 27,452 10,045 12,394 5,013 17,334 5,655
2025 49,837 26,358 9,762 11,524 5,072 17,922 5,557
2030 48,802 25,122 9,391 10,703 5,027 18,237 5,443
＊割　合（％） ＊世帯数（1,000 世帯）
2005 100.0 57.9 19.6 29.9 8.4 29.5 12.7
2010 100.0 56.9 20.1 27.9 9.0 31.2 11.8

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

2030 100.0 51.5 19.2 21.9 10.3 37.4 11.2
（国立社会保障 ･人口問題研究所「人口統計資料（2012）」に基づく）
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で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
男
性
の
50
歳
の
場
合
、
１
９
７
０
年
で
は
１
．

7
％
の
方
が
未
婚
で
あ
ら
れ
た
。
ほ
ぼ
１
０
０
人
い
れ
ば
、
98
人
は

ご
結
婚
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
２
０
１
０
年
の
段

階
で
は
、
生
涯
未
婚
率
20
％
を
超
え
て
お
り
ま
す
（
表
６
）。
と
い

う
こ
と
は
、
１
０
０
人
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
20
人
の
方
は
結
婚
な
さ

れ
て
い
な
い
、
５
人
に
１
人
は
結
婚
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
女
性
の
方
は
10
人
に
１
人
と
い
う
よ
う
な
数
字

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

加
え
て
、「
65
／
75
歳

以
上
世
帯
主
世
帯
に
お
け

る
単
独
世
帯
の
将
来
推

計
」（
表
７
）
と
い
う
と

こ
ろ
で
ご
覧
を
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
が
、
65

歳
以
上
の
方
を
世
帯
主
と

す
る
世
帯
の
数
が
、
２
０

０
５
年
で
は
１
，３
５
５

万
の
世
帯
が
ご
ざ
い
ま
し

た
。
こ
れ
が
、
２
０
３
０

年
に
な
り
ま
す
と
、
１
，

９
０
３
万
の
世
帯
が
、
65
歳
以
上
の
方
が
世
帯
主
に
な
っ
て
い
る
家

庭
が
増
え
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
、
65
歳
以
上
で

も
っ
て
単
独
の
世
帯
と
い
う
も
の
が
、
２
０
０
５
年
に
は
３
８
７
万

に
対
し
て
、
２
０
３
０
年
で
は
倍
増
、
倍
ま
で
は
行
き
ま
せ
ん
が
、

か
な
り
ふ
え
ま
し
て
、

７
１
７
万
世
帯
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

２
０
３
０
年
の
段
階

で
は
、
65
歳
以
上
で
ひ

と
り
暮
ら
し
で
、
い
わ

ゆ
る
住
民
票
も
お
ひ
と

り
と
い
う
方
が
７
１
７

万
人
お
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

　

さ
ら
に
75
歳
以
上
の

方
が
単
独
世
帯
主
の
場

合
、
２
０
０
５
年
の
１

９
７
万
世
帯
に
対
し
、

２
０
３
０
年
で
は
４
２

【表６】生涯未婚率の推移
男 女

年次 生涯未婚
率（％）

初婚年齢
（歳）

生涯未婚
率（％）

初婚年齢
（歳）

1970 1.7 27.46 3.34 24.65
1980 2.6 28.67 4.45 25.11
1990 5.57 30.35 4.33 26.87
2000 12.57 30.81 5.82 28.58
2005 15.96 31.14 7.25 29.42
2010 20.14 31.18 10.61 29.69

（国立社会保障 ･人口問題研究所「人口統計資料（2012）」
に基づく／抜粋）

【表７】65/75 歳以上世帯主世帯における単独世帯の将来推計
＊％は該当世帯総数に対する割合

2005（H17） 2030（H42） 指数（2005=100）
65 歳以上世帯主
の世帯総数 1355 万 1903 万 140

65 歳以上世帯主
の単独世帯数

387 万
28.6％

717 万
37.7％ 186

75 歳以上世帯主
の世帯総数 554 万 1110 万 200

75 歳以上世帯主
の単独世帯数

197 万
35.6％

429 万
38.6％ 218

（国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）の
要旨　2008（平成 20 年）3月推計」に基づく）
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９
万
世
帯
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
挙
げ
た
中
の
数
字
だ
け
で
、
私
た
ち
の
将
来
の
お
檀
家
さ
ん
の

姿
と
い
う
も
の
が
、
一
体
ど
の
よ
う
な
姿
が
読
み
取
れ
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
論
ず
る
の
は
少
々
乱
暴
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
は
思
い
ま

す
が
、
今
日
の
テ
ー
マ
と
い
う
の
は
「
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望
」
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
え
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

２
０
３
０
年
、
こ
れ
は
推
計
の
数
字
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
２

０
３
０
年
、
す
な
わ
ち
平
成
42
年
と
い
う
、
今
か
ら
18
年
後
と
い
う

近
未
来
を
選
ん
だ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
日
本
の
総
世
帯
数
は
４
，

８
８
０
万
世
帯
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
65
歳

以
上
が
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
１
，９
０
３
万
世
帯
。
そ

の
中
、
単
独
世
帯
数
は
１
，８
２
４
万
世
帯
。

　

65
歳
以
上
の
方
の
単
独
世
帯
が
７
１
７
万
世
帯
、
65
歳
未
満
の
単

独
世
帯
は
１
，１
０
７
万
世
帯
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
の
中
の
数
字
は
、
例
え
ば
、
お
檀
家
さ
ん
の
中
で
、
ご
当
主
に

当
た
ら
れ
る
方
と
、
あ
る
い
は
、
跡
取
り
の
方
と
、
両
方
と
も
カ
ウ

ン
ト
し
て
い
る
場
合
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
し
、
お
寺
か
ら
見
れ

ば
、
２
世
帯
で
あ
っ
て
も
１
軒
と
い
う
ふ
う
に
勘
定
す
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
単
純
に
考
え
ま
し
て
、
あ
く
ま

で
も
単
純
に
考
え
ま
し
て
、
２
０
３
０
年
ど
ん
な
姿
に
な
っ
て
い
る

ん
だ
ろ
う
か
。

　

方
程
式
で
も
何
で
も
な
い
で
す
が
、
こ
の
割
合
を
単
純
に
当
て
は

め
て
、
見
立
て
て
ま
い
り
ま
す
と
、
18
年
後
、
も
ち
ろ
ん
地
域
差
は

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
檀
家
は
３
％
減
少
し
、
檀
家
10
軒
に
対
し
て
、

夫
婦
２
人
暮
ら
し
の
世
帯
が
２
軒
、
夫
婦
と
子
供
か
ら
な
る
世
帯
が

２
軒
、
ひ
と
り
親
と
子
供
か
ら
な
る
世
帯
が
１
軒
、
２
世
帯
、
３
世

帯
か
ら
な
る
お
宅
が
１
軒
。
残
り
の
４
軒
は
ひ
と
り
暮
ら
し
の
単
独

世
帯
。
そ
の
４
軒
の
う
ち
の
１
．6
軒
が
65
歳
以
上
に
、
幾
つ
と
い

う
ふ
う
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
65
歳
未
満
が
２
．

4
軒
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
夫
婦
２
人
世
帯
と
単
独
世
帯
の
６
軒
の
お
檀
家

さ
ん
に
は
、
後
継
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
場
合
と
い
う
も
の
が
想

定
さ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
別
々
に
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ

と
も
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
単
純
に
考
え
て
、
お
檀
家
さ
ん
10
軒

の
う
ち
６
軒
に
つ
い
て
後
継
者
が
い
な
い
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と

い
う
状
況
が
２
０
３
０
年
に
は
訪
れ
て
い
る
、
こ
ん
な
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

し
か
も
、
10
軒
の
う
ち
の
４
軒
は
、
非
生
産
者
年
齢
層
、
す
な
わ

ち
65
歳
以
上
の
方
、
要
す
る
に
、
も
う
定
年
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
な
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年
の
方
が
10
軒
の
う
ち
４
軒
の
方
は
、
そ
う
い
う
方
が
世
帯
主
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

考
え
ら
れ
得
る
お
檀
家
さ
ん
の
将
来
像
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み

ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん
核
家
族
が
中
心
に
は
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
核

家
族
か
ら
単
独
世
帯
へ
と
少
し
ず
つ
移
行
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

ひ
と
り
暮
ら
し
の
方
が
増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、

後
継
者
が
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
定
ま
っ
て
い
な
い
お
檀
家
さ
ん
が

増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
お
檀
家
さ
ん
の
ご
当
主
に
あ
っ
て
は
、

生
産
者
年
齢
該
当
者
が
減
少
し
て
い
く
と
い
う
、
私
た
ち
の
お
寺
に

と
り
ま
し
て
、
檀
家
さ
ん
を
取
り
巻
く
状
況
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な

ふ
う
に
変
化
を
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

そ
う
な
り
ま
す
と
、
跡
取
り
で
な
い
方
が
喪
主
と
な
る
ご
葬
儀
が

増
え
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
他
家
に
嫁
い
だ
娘
さ
ん
方
が
喪
主
に
な

る
と
い
う
こ
と
が
増
え
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
墓
地
の
継
承
者
で
な

い
方
が
祭
祀
を
継
承
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
う
な

る
と
、
い
わ
ゆ
る
合
祀
墓
の
需
要
と
い
う
も
の
も
増
え
て
く
る
と
い

う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
私
ど
も
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
祭
祀
、

あ
る
い
は
、
信
仰
が
継
承
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
、
私
ど
も
の
方
で
何

か
と
環
境
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
、
そ
う
し
た
必
要
性
が
出
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
、
か
よ
う
に
考
え
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
跡
取
り
の
な
い
方
、
あ
る
い
は
、
跡
取
り
が
定
ま
っ
て

い
な
い
方
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ご
自
身
の
終
末
に
関
す
る
意
識
と
い

う
も
の
が
恐
ら
く
高
ま
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
ご
自
身

の
葬
送
で
あ
る
と
か
、
遺
骨
の
埋
葬
方
法
に
つ
い
て
模
索
を
す
る
方

が
、
ど
ん
な
埋
葬
を
し
て
も
ら
い
た
い
、
ど
ん
な
葬
送
を
し
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
方
が
増
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
自
身
の

命
の
行
き
先
と
い
う
も
の
を
見
定
め
る
信
仰
の
確
立
と
い
う
も
の
が
、

そ
う
い
う
方
に
と
っ
て
は
不
可
欠
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
の
だ
と
思

う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
ど
も
の
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
研
究

班
の
中
に
、
生
と
死
の
問
題
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
う
も
の
が
ご

ざ
い
ま
し
て
、
今
、
そ
の
研
究
会
の
中
で
、
浄
土
宗
独
自
の
エ
ン
デ

ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
準
備

を
進
め
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
試
作
品
の
作
成
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
情
報
収
集
、
準
備
の
段
階
で

ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
時
代
、
跡
取
り
が
な
い
方
、
ご

自
身
の
終
末
と
い
う
も
の
を
漠
然
と
不
安
に
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
、

模
索
を
し
て
い
る
方
々
に
、
何
か
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
の
よ
う
な

も
の
を
活
用
し
な
が
ら
、
自
分
の
命
の
行
き
先
と
い
う
も
の
を
は
っ
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き
り
と
見
定
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
方
策
を
練
る
と
い
う
こ
と
も

必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
浄
土
宗
の
教
え
、
信
仰
、
あ
る
い
は
、
法
式
の

お
作
法
、
法
儀
と
い
う
も
の
を
、
お
檀
家
さ
ん
、
あ
る
い
は
、
信
者

の
方
に
わ
か
り
や
す
く
、
明
確
な
情
報
を
伝
え
て
い
く
と
い
う
取
り

組
み
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
さ

ら
に
帰
敬
式
で
あ
る
と
か
、
授
戒
会
で
あ
る
と
か
、
五
重
相
伝
で
あ

る
と
か
、
宗
教
体
験
を
し
て
い
た
だ
い
て
信
仰
を
深
め
る
と
い
う
機

会
を
増
や
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
チ
ャ
ン
ス
を
ふ
や
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
、
や
は
り
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
時
間
も
迫
っ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た

方
策
が
望
ま
れ
る
中
、
方
策
を
提
供
す
る
我
々
、
浄
土
宗
の
教
師
と

い
う
も
の
は
、
こ
の
先
ど
う
な
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
を
少
々
申
し
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
佐
藤
先
生
か
ら
、
浄
土
宗
の
教
師
数
に
つ
い
て
ご
研
究

が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
浄
土
宗
の
教
師
数
、
平
成
18
年
か
ら
宗
報
に

寺
院
統
計
と
い
う
も
の
が
出
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
も
と
に
教
師

数
の
推
移
を
並
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
（
表
８
）。

　

平
成
18
年
に
１
０
，６
９
５
人
、
平
成
24
年
で
は
１
０
，９
５
２
人

と
５
年
間
で
２
５
７
人
ふ
え
て
お
り
ま
す
が
、
平
成
20

年
に
一
度
減
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ご
遠
忌
を
終

え
ま
し
た
平
成
24
年
に
、
ま
た
、
10
人
で
あ
り
ま
す
が
、

教
師
数
が
減
っ
て
お
り
ま
す
。
果
た
し
て
こ
の
ま
ま
、

私
ど
も
の
浄
土
宗
の
教
師
数
と
い
う
の
は
、
減
少
傾
向

に
入
っ
て
い
く
の
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
気
に
な

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

男
性
教
師
の
場
合
、
20
代
の
男
性
教
師
が
減
少
傾
向

に
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
50
代
の
男
性
教
師
が
相

当
数
の
減
少
傾
向
に
ご
ざ
い
ま
す
。
逆
に
60
代
の
男
性

教
師
は
上
昇
傾
向
に
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る

第
１
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
人
口
の
ピ
ー
ク
が
今
60
代
に

な
っ
て
、
人
口
の
谷
間
の
と
こ
ろ
が
50
代
で
あ
る
と
い

う
ふ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

女
性
教
師
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
当
て
は

ま
る
と
は
限
ら
な
い
で
す
が
、
や
は
り
50
代
で
減
少
し

て
い
る
の
は
、
人
口
の
ピ
ー
ク
と
い
う
も
の
の
、
人
口

の
谷
間
と
い
う
も
の
が
反
映
さ
れ
て
い
る
数
字
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
（
表
９
）。

　

ご
覧
を
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
こ
れ
は
教
学
局
さ
ん

【表８】浄土宗教師数の推移（『宗報』H18/6 ～ H24/6「寺院統計」に基づく）
H18/2006 H19/2007 H20/2008 H21/2009 H22/2010 H23/2011 H24/2012 対 18 年比
10695 10721 ▲ 10700 10817 10927 10962 ▲ 10952 257
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か
ら
宗
務
を
通
じ
て
ち
ょ
う
だ
い
し
た
数
字
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
加

行
成
満
者
数
の
推
移
と
い
う
も
の
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

平
成
４
年
の
数
字
と
平
成
23
年
の
数
字
を
比
べ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
（
表
10
）。
加
行
成
満
者
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
年
齢

は
恐
ら
く
ば
ら
ば
ら
で
あ
ろ
う
か
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、

大
正
大
学
、
仏
教
大
学
、
あ
る
い
は
、
僧
侶
養
成
講
座
を
修
了
さ
れ

た
お
若
い
方
が
恐
ら
く
中
心
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
４
年
の
段
階
で
、
男
性
は

２
０
０
人
を
超
え
る
方
が
行
を
受

け
て
お
い
で
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

平
成
23
年
で
は
１
３
６
名
で
ご
ざ

い
ま
す
。
女
性
の
ほ
う
は
、
大
き

な
変
動
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
大
体

20
名
、
多
い
と
き
で
30
名
と
い
う

年
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
大
体
20

名
く
ら
い
で
推
移
を
し
て
い
る
よ

う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
加
行
を
受

け
ら
れ
る
男
性
が
か
な
り
の
減
少

傾
向
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と

【表９】性・年齢別教師数の推移（『宗報』H18/6～H24/6「寺院統計」に基づく）
男性教師 H18/2006 H19/2007 H20/2008 H21/2009 H22/2010 H23/2011 H24/2012対 18 年比
20 歳～ 29 歳 928 871 833 885 917 905 864 － 64
30 歳～ 39 歳 1735 1769 1773 1772 1801 1768 1742 7
40 歳～ 49 歳 1486 1493 1503 1562 1588 1631 1667 181
50 歳～ 59 歳 2039 1957 1848 1706 1629 1559 1520 － 519
60 歳～ 69 歳 1582 1680 1775 1906 1983 2037 2042 460
70 歳～ 79 歳 1243 1228 1223 1210 1204 1233 1259 16
80 歳～ 89 歳 633 659 693 704 722 730 759 126
90 歳以上 157 165 151 155 158 167 164 7
合計 9803 9822 9799 9900 10002 10030 10017 214
女性教師 H18/2006 H19/2007 H20/2008 H21/2009 H22/2010 H23/2011 H24/2012対 18 年比
20 歳～ 29 歳 61 54 58 68 61 55 55 － 6
30 歳～ 39 歳 96 111 108 110 121 124 123 27
40 歳～ 49 歳 84 80 85 88 97 106 115 31
50 歳～ 59 歳 159 159 148 145 135 129 123 － 36
60 歳～ 69 歳 151 161 170 177 178 182 183 32
70 歳～ 79 歳 148 141 137 134 137 132 139 － 9
80 歳～ 89 歳 152 151 155 145 141 147 138 － 14
90 歳以上 41 42 40 50 55 57 59 18
合計 892 899 901 917 925 932 935 43

【表 10】加行成満者数の推移
男性 女性 累計 女性の比率

平成 04 年（1992 年度） 207 19 226 8.4%
平成 14 年（2002 年度） 194 31 225 13.8%
平成 19 年（2007 年度） 154 21 175 12.0%
平成 20 年（2008 年度） 164 21 185 11.4%
平成 21 年（2009 年度） 161 19 180 10.6%
平成 22 年（2010 年度） 151 22 173 12.7%
平成 23 年（2011 年度） 136 20 156 12.8%
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が
、
数
字
を
並
べ
て
み
ま
す
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
の
人
口
減
少
傾
向
、
あ
る
い
は
、
少
子
高
齢
化
の
影
響
と
い

う
も
の
を
考
え
ま
す
と
、
私
た
ち
浄
土
宗
の
教
師
の
み
が
、
人
口
の

減
少
傾
向
、
あ
る
い
は
、
少
子
高
齢
化
の
波
の
外
に
い
る
と
は
考
え

づ
ら
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
今
、
第
２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の

人
口
の
ピ
ー
ク
と
い
う
も
の
は
、
浄
青
を
今
、
充
実
さ
せ
て
活
動
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
教
区
の
会
長
さ
ん
に
な
る
と
か
、
そ
う
い
う
よ

う
な
年
代
、
30
代
後
半
か
ら
40
歳
く
ら
い
の
間
に
あ
て
は
ま
り
ま
す
。

　

他
方
、
私
ど
も
浄
土
宗
の
教
師
と
い
う
も
の
は
あ
る
一
定
以
上
の

確
率
で
も
っ
て
、
世
襲
で
も
っ
て
教
師
に
な
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
人
口
の
減
少
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
す
と
、
世

襲
の
ま
ま
で
行
け
ば
、
浄
土
宗
の
教
師
の
数
と
い
う
も
の
も
間
違
い

な
く
減
少
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

第
２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
世
代
に
相
当
す
る
浄
青
の
方
々
が
、
浄

青
を
卒
業
い
た
し
ま
す
と
、
浄
青
世
代
の
教
師
数
は
増
加
は
も
ち
ろ

ん
、
現
状
維
持
す
ら
期
待
は
で
き
な
い
、
減
少
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
出
生
率
が
１
．35
と
い
う
数
字
に
収
れ
ん
す
る
と
言

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
寺
庭
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、

お
寺
の
次
男
坊
、
三
男
坊
、
私
は
た
ま
さ
か
次
男
坊
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
次
男
坊
、
三
男
坊
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
多
く
の
期

待
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
や
は
り
疑
問
が
生
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

一
方
で
、
住
職
の
娘
さ
ん
な
ど
が
、
住
職
を
世
襲
す
る
た
め
に
、

僧
侶
を
希
望
な
さ
れ
る
と
い
う
事
例
が
増
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
ま
た
、
生
涯
未
婚
率
と
い
う
も
の
を
浄
土
宗
の
男
性
教
師

に
も
適
用
す
る
な
ら
ば
、
現
在
50
歳
の
方
で
あ
っ
て
も
、
５
人
に
１

人
は
未
婚
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
想
定
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け

で
す
。

　

未
婚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
跡
取
り
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
し
、
未
婚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
寺
庭
婦

人
も
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
い
う
状
況
が
想
定
さ
れ
て
く
る
。
そ
し

て
、
生
涯
未
婚
率
と
い
う
も
の
が
上
昇
し
て
い
け
ば
、
ま
す
ま
す
寺

庭
婦
人
の
存
在
と
い
う
も
の
も
少
な
く
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と

が
考
え
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
世
襲
に
依
存
し
た
ま
ま
で
は
、
寺

院
の
後
継
者
、
浄
土
宗
寺
院
の
後
継
者
は
減
少
し
て
い
く
と
い
う
状

況
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
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い
ま
す
。

　

そ
う
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
清
水
先
生
の
よ
う
に
、
僧
侶
に
な

り
た
い
と
い
う
明
確
な
意
思
を
持
っ
た
方
を
受
け
入
れ
て
、
そ
う
い

う
方
を
弟
子
と
し
て
養
成
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
っ

て
ま
い
り
ま
す
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
当
然
、
そ
れ
を
指
導
す
る
お

師
匠
さ
ん
の
学
識
、
技
量
、
あ
る
い
は
、
浄
土
宗
は
こ
う
い
う
お
坊

さ
ん
を
育
て
た
い
ん
だ
と
い
う
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
必

要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

と
同
時
に
、
世
襲
の
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
も
の
も
、
あ
る
い
は
、
デ

メ
リ
ッ
ト
と
い
う
も
の
も
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
い
く
必
要
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
教
師
数
が
減
り
、
寺
院
数
が
変
わ
ら
な
い
ん
だ

と
す
れ
ば
、
兼
務
寺
院
と
い
う
も
の
は
確
実
に
増
え
て
い
く
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
（
表
11
）。
で
は
、
兼
務
寺
院
が
増
え
て
い
く
と
い

う
こ
と
を
、
ど
ん
な
ふ
う
に
我
々
は
受
け
と
め
て
い
く
の
か
。

　

全
体
の
人
口
も
減
っ
て
い
く
、
教
師
数
も
減
っ
て
い
く
。
な
ら
ば

全
体
と
し
て
兼
務
寺
院
が
増
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
バ
ラ

ン
ス
が
取
れ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
、

寺
院
を
減
ら
す
と
い
う
方
向
で
考
え
て
い
く
の
か
。
あ
る
い
は
、
教

師
数
を
増
や
す
と
い
う
方
向
で
考
え
て
い
く
の
か
。
あ
る
い
は
、
複

数
の
お
寺
さ
ん
を
複
数
の
教
師
で
も
っ

て
運
営
を
し
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
考

え
て
い
く
の
か
。
判
断
で
あ
る
と
か
、

対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

恐
ら
く
時
間
を
超
過
し
て
お
る
と
思

い
ま
す
。
ま
と
め
と
い
た
し
ま
し
て
、

少
子
・
超
高
齢
社
会
の
時
代
の
な
か
で

単
独
世
帯
が
増
え
て
い
く
、
そ
し
て
、

各
々
が
各
々
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い

て
考
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
信
仰
・
祭

祀
継
承
と
い
う
も
の
が
お
檀
家
さ
ん
の

方
に
主
導
権
が
移
っ
て
い
く
と
考
え
ら

れ
ま
す
の
で
、
私
ど
も
教
団
、
あ
る
い

は
、
お
寺
と
い
う
も
の
は
、
信
仰
で
あ

る
と
か
、
祭
祀
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い

う
も
の
を
選
択
さ
れ
る
側
に
移
っ
て
い

く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

そ
う
す
る
と
、
選
択
さ
れ
る
に
ふ
さ

わ
し
い
だ
け
の
環
境
整
備
と
い
う
も
の

【表 11】浄土宗寺院数の推移（『宗報』H18/6 ～ H24/6「寺院統計」に基づく）
　 H18/2006 H19/2007 H20/2008 H21/2009 H22/2010 H23/2011 H24/2012 対 18 年比

正住職寺院 5682 5655 5632 5646 5643 5613 5598 － 84
兼務住職寺院 1236 1244 1251 1268 1292 1315 1324 88
住職代務者寺院 7 7 4 2 5 5 6 － 1
長期無住職寺院 103 106 104 111 103 105 100 － 3
短期無住職寺院 50 56 78 43 31 33 43 － 7
総数 7078 7068 7069 7070 7074 7071 7071 － 7
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も
整
え
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
教
師
に
し
ろ
、
寺

院
の
魅
力
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
、
教
団
の
魅
力
に
し
ろ
、
そ
う
い
う

も
の
を
種
々
に
発
信
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
か

よ
う
に
存
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

時
間
を
超
過
し
て
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
の
提
案
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

藤
本　

皆
様
方
か
ら
の
ご
質
問
に
対
す
る
応
答
の
よ
う
な
部
分
ま

で
、
袖
山
先
生
に
は
触
れ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
気
も
い
た
し
ま
す
。

　

時
間
が
超
過
い
た
し
ま
し
た
が
、
４
人
の
先
生
方
の
態
度
は
、
単

な
る
傍
観
者
で
は
な
く
て
、
自
己
を
語
る
、
そ
し
て
ま
た
、
自
己
の

経
験
を
語
る
と
い
う
こ
と
で
、
共
通
し
た
問
題
の
投
げ
か
け
が
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
し
、
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
僧
侶

と
し
て
の
、
ま
た
、
住
職
と
し
て
の
、
ま
た
、
教
化
者
と
し
て
の
現

実
の
自
己
と
い
う
も
の
が
お
あ
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
が

か
み
合
っ
て
、
明
日
へ
と
続
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

４
人
の
先
生
方
そ
れ
ぞ
れ
に
、
浄
土
宗
僧
侶
の
使
命
の
も
と
で
発

す
る
光
が
、
何
か
プ
リ
ズ
ム
に
反
射
し
て
、
赤
色
赤
光
、
白
色
白
光

と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
世
界
を
か
も
し
出
し
て
い
た
よ
う
に
も

思
い
ま
す
し
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
ご
清
聴
く
だ
さ
い
ま
し

た
皆
様
方
の
お
気
持
ち
の
中
に
、
そ
の
事
柄
が
呼
応
し
て
い
く
よ
う

な
、
そ
う
い
う
場
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

時
間
的
に
限
界
が
あ
り
ま
し
て
恐
縮
で
あ
り
ま
す
が
、
本
日
こ
う

し
て
４
人
の
先
生
方
の
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
た
。
そ
し
て
ま

た
、
皆
様
方
が
吸
収
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
一
つ
一
つ
を
ど
う
か
明

日
に
つ
な
い
で
い
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
変
お
疲
れ
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

も
う
一
度
２
つ
ほ
ど
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ど
う
か
皆
様
方

の
お
手
元
に
あ
り
ま
す
質
問
票
に
お
書
き
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
ご

提
出
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
ご
提
出
い
た
だ
き
ま

し
た
も
の
を
私
ど
も
の
ほ
う
で
整
理
し
て
、
取
捨
選
択
し
て
、
明
日

へ
備
え
た
い
こ
と
。
ど
う
か
こ
の
こ
と
を
ご
了
解
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
に
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
た
。
大
変
お
疲
れ
だ
と
存
じ
ま
す
。
明
日

に
そ
の
よ
う
に
し
て
つ
な
い
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う

か
明
日
も
変
わ
ら
ず
多
く
の
皆
様
方
の
ご
参
加
を
希
望
い
た
し
ま
し

て
、
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

そ
れ
で
は
、
最
後
に
、
ご
一
緒
に
同
称
十
念
を
称
え
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
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（
同
称
十
念
）

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
４
人
の
先
生
に
も
う
一
度
拍
手
で
。

（
拍
手
）

　

司
会　

先
生
方
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
疲
れ

さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　

	
８
０
０
年
大
遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望

	

■
パ
ネ
ラ
ー	

	

長
谷
川
匡
俊

	
	

佐
藤
晴
輝

	
	

清
水
秀
浩

	
	

袖
山
榮
輝

	

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー	

藤
本
淨
彦

　

司
会　

そ
れ
で
は
、
午
後
か
ら
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
８
０
０
年
大

遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望
」
の
そ
の
２
と
い
う
こ
と
で
、
始

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
、
総
合
研
究
所
所
長
の
藤
本
先
生
に
こ
れ

か
ら
司
会
を
お
譲
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
始
め
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

藤
本　

そ
れ
で
は
、
ご
一
緒
に
お
十
念
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
称
十
念
）

　

大
変
お
待
た
せ
を
い
た
し
ま
し
た
こ
と
を
ま
ず
お
わ
び
申
し
上
げ

ま
す
。
休
憩
時
間
の
会
議
日
程
が
ち
ょ
っ
と
ず
れ
込
ん
で
し
ま
い
ま

し
た
理
由
で
、
こ
の
時
間
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
皆
様
方
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
お
忙
し
い
中
、
こ
う
し
て
ご
参
集
い
た
だ
き
ま
し

た
こ
と
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
晩
、
そ
し
て
ま
た
、
け
さ
と
、
涼
し
さ
を
感
じ
る
、
気
持
ち
良

い
空
気
で
し
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
座
り
ま
す
と
、
窓
の
ほ
う
を
ご

ら
ん
い
た
だ
き
ま
す
と
、
山
門
や
、
ま
た
、
大
殿
を
緑
の
中
に
、
こ
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の
姿
を
目
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
大
変
す
ぐ
れ
た
こ
の

部
屋
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
の
、
本
日
は
２
日
目
で
あ
り
ま

す
。

　

昼
下
が
り
の
ひ
と
と
き
で
あ
り
ま
し
て
、
大
変
お
疲
れ
の
と
こ
ろ

恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
３
時
半
ま
で
お
時
間
を
頂
戴
い
た
し
ま
し

て
昨
日
の
続
き
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
は
ま
ず
、
パ
ネ
ラ
ー
の
４
人
の
先
生
方
に
、
補
足
意
見
を
頂

き
ま
す
。
５
分
か
ら
、
最
長
10
分
と
い
う
時
間
を
限
定
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
後
に
、
皆
様
方
か
ら
の
質
問
へ
の
応
答
と
い
う
こ
と
、

さ
ら
に
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
総
括
と
い
う
よ
う
に
与
え
ら
れ

た
時
間
を
持
ち
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
方
か
ら
頂
き
ま
し
た
質
問
、
20
人
か
ら
の
質
問
を
い
た
だ
き
、

大
変
多
く
の
質
問
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
て
、
私
ど
も
、
有
り
難
く
、

喜
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
の
質
問
に
入
る
前
に
、
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方

か
ら
、
昨
日
の
ご
発
表
の
補
足
を
お
願
い
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
、
長
谷
川
先
生
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

長
谷
川　

そ
れ
で
は
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

皆
様
の
お
手
元
に
、「
現
代
実
践
教
学
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
」

と
い
う
私
の
レ
ジ
ュ
メ
が
お
あ
り
か
と
思
い
ま
す
が
、
昨
日
、
十
分

お
話
し
で
き
な
か
っ
た
点
、
１
枚
目
の
３
の
布
教
（
教
化
）
と
社
会

的
実
践
の
望
ま
し
い
関
係
と
は
？
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
若
干
補

足
を
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、「
長
谷
川
良
信
氏
の
資
料
で
い
う
と
、
ハ
の
対
立
説
、

こ
れ
が
最
も
進
ん
だ
思
想
で
あ
る
と
の
説
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し

く
お
聞
き
し
た
い
」
と
い
う
多
賀
学
昭
上
人
か
ら
の
ご
質
問
も
あ
り

ま
し
た
の
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
関
連
し
て
触
れ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

資
料
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
、
布
教
と
社

会
事
業
、
こ
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
こ
と
が
中
心
に
な
り
ま
す
が
、

社
会
実
践
と
、
広
く
と
ら
え
て
も
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

昨
日
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
イ
・
方
便
説
、
ロ
・
即
一
説
、

そ
し
て
、
ハ
・
対
立
説
と
。
た
だ
、
こ
の
対
立
説
の
場
合
に
も
、
両

者
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
念

頭
に
置
く
必
要
は
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
対
立
説
が
望
ま
し

い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
若
干
、
言
及
い
た
し
ま
す
。

　

資
料
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
二
者
の
対
立
的
価
値
あ
る

を
言
う
ま
で
で
あ
っ
て
、
二
者
の
孤
立
を
是
と
す
る
も
の
で
は
な

い
」。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
尊
的
、
第
一
義
的
な
価
値
を
ま
ず
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明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
て
、
か
と
い
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
が
孤
立
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の
相
互
補
完
と
か
、

あ
る
い
は
、
信
仰
に
よ
る
内
面
的
な
つ
な
が
り
と
い
う
も
の
が
前
提

に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
、
こ
う
思
い
ま
す
。

　

資
料
の
次
ペ
ー
ジ
の
冒
頭
に
ご
ざ
い
ま
す
が
、
と
か
く
布
教
・
教

化
と
社
会
的
実
践
を
同
次
元
に
捉
え
た
り
、
両
者
の
混
同
も
見
ら
れ

た
り
す
る
わ
け
で
す
が
、
相
手
が
求
め
て
い
る
も
の
に
ど
う
応
え
る

か
、
こ
れ
が
肝
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
際
、
重
要
な
と
こ
ろ
は
、
社
会
的
実
践
の
場
合
に
は
、
相
手
、

あ
る
い
は
、
対
象
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
相

手
側
の
ニ
ー
ズ
を
尊
重
す
る
の
が
基
本
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
一
方
、
布
教
教
化
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
、「
随
自
意
、
随
他
意
」
と
い
う
こ

と
が
布
教
の
現
場
で
も
言
わ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
随
自
意
は
、
本

願
念
仏
の
真
意
を
き
ち
ん
と
伝
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
随

他
意
は
、
相
手
の
求
め
に
応
じ
て
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん

機
を
見
て
法
を
説
く
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
も
し

現
世
利
益
的
な
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
に
浄
土
宗
教
師

と
し
て
安
易
に
応
え
て
い
く
の
は
、
ち
ゅ
う
ち
ょ
せ
ざ
る
を
得
な
い

と
い
う
よ
り
も
、
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

む
し
ろ
念
仏
に
よ
る
不
求
自
得
の
功
徳
を
説
い
て
い
く
こ
と
が
必
要

な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
布
教
・
教
化
と
社
会
的
実
践
で
は
異
な
る

点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
ど
う
教
師
が
応
え
て

い
く
か
と
い
う
、
教
師
の
信
仰
主
体
と
し
て
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
か
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
、
昨
日
十
分
言
及
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ

で
、
ご
質
問
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
と
重
な
る
点
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
資
料
３
ペ
ー
ジ
の
７
の
、
再
び
原
青
民
に
学
ぶ
と
い
う
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
「
往
相
と
還
相
」
の
回
向
観
に
つ
い
て
、
廣
川
堯
敏
先
生
か
ら
、

「
原
青
民
の
現
世
に
お
け
る
利
他
行
（
還
相
回
向
）
は
、
西
山
証
空

の
回
向
観
と
全
く
よ
く
似
て
い
ま
す
。
青
民
さ
ん
は
西
山
教
学
を
学

ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
結
果
的
に
同
じ

還
相
回
向
釈
に
至
り
着
い
た
の
で
し
ょ
う
か
、
お
尋
ね
し
ま
す
」
と

い
う
ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
こ
こ
に
、
３
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
た
こ
と
を
念
の
た
め
に

読
ん
で
お
き
ま
す
。
両
者
は
自
行
化
他
の
行
為
に
外
な
り
ま
せ
ん
が
、

通
常
、
還
相
回
向
の
円
満
な
化
他
行
は
往
生
浄
土
の
後
に
期
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
原
は
生
あ
る
う
ち
に
も
そ
れ
は
可
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能
で
、「
南
無
と
唱
ふ
る
刹
那
は
往
相
回
向
で
、
阿
弥
陀
仏
と
唱
ふ

る
は
還
相
回
向
と
心
得
て
然
る
べ
き
こ
と
と
信
じ
ま
す
」
と
い
い
、

「
さ
れ
ば
、
一
称
の
念
仏
に
一
品
の
報
恩
行
あ
り
と
す
れ
ば
千
称
万

唱
の
念
仏
に
は
万
善
万
行
の
利
他
行
の
あ
る
べ
き
筈
」
と
ま
で
申
し

て
お
る
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
、「
還
相
と
は
是
れ
弥
陀
に
対
す
る
報
恩
行
を
立
て
ん
が

為
に
娑
婆
に
来
住
し
て
済
世
利
民
の
修
行
を
為
す
事
な
る
を
信
ず
、

故
に
弥
陀
摂
護
の
恩
恵
を
受
け
た
る
者
は
此
れ
が
感
謝
の
意
を
顕
す

が
為
に
、
法
蔵
因
位
の
行
法
を
模
倣
す
る
は
自
然
の
情
な
り
、
是
れ

永
遠
に
し
て
重
大
な
る
報
恩
行
を
選
ば
ざ
る
を
得
ざ
る
所
以
な
り
」

と
述
べ
、
還
相
は
弥
陀
に
対
す
る
報
恩
行
で
、
こ
の
世
で
済
世
利
民

の
実
践
を
為
す
こ
と
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
法
蔵
菩
薩
の
発
願
修
業

を
模
倣
す
る
こ
と
で
も
あ
る
、
と
特
異
な
自
説
を
展
開
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

　

今
日
、
還
相
の
い
わ
ば
現
代
的
な
受
け
と
め
方
の
問
題
が
、
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
で
問
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
点
に
関
し

ま
し
て
、
廣
川
先
生
の
ご
質
問
へ
の
お
答
え
で
す
が
、
原
青
民
に
つ

き
ま
し
て
は
、
い
ま
だ
取
り
か
か
っ
て
、
私
自
身
日
が
浅
く
、
詳
細

は
わ
か
り
か
ね
る
と
い
う
こ
と
が
結
論
で
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
青
民
の
遺
稿
を
収
め
た
『
青
民
遺
書
』
及
び
浄
土
教
報
に

社
説
と
し
て
発
表
さ
れ
た
論
考
か
ら
は
、
管
見
で
は
西
山
教
学
と
の

か
か
わ
り
を
示
す
見
解
は
う
か
が
わ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

即
断
は
で
き
か
ね
ま
す
が
、
恐
ら
く
、
原
自
身
の
信
証
に
起
因
す
る

も
の
と
考
え
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、『
青
民
遺
書
』
の
冒
頭
に
は
、
徒
弟
原
善
久
に
よ
る

師
の
略
伝
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
21
歳
で
東

京
支
校
に
入
学
、
優
秀
な
成
績
で
、
22
歳
、
浄
土
宗
学
本
校
に
転
じ
、

さ
ら
に
高
等
科
で
５
年
学
ん
だ
後
、
専
門
科
に
進
み
、
倶
舎
論
及
び

有
部
の
七
論
書
及
び
十
住
毘
婆
沙
論
の
奥
義
を
究
め
て
、
29
歳
で
卒

業
し
、
間
も
な
く
肋
膜
炎
に
か
か
っ
て
、
そ
の
後
、
病
癒
え
て
、
29

歳
９
月
か
ら
、
浄
土
宗
学
東
京
支
校
教
授
に
就
任
い
た
し
て
お
り
ま

す
。

　

以
上
、
学
歴
に
つ
い
て
若
干
触
れ
ま
し
た
が
、
原
に
つ
い
て
、
先

ご
ろ
、
浄
総
研
の
８
０
０
年
大
遠
忌
記
念
刊
行
の
論
文
集
に
拙
稿
を

寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
た
発
刊
後
に
ご
批
判
、

ご
教
示
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
、
補
足
と
、
関
連
し
て
ご
質
問
に
対
す
る
２
件
の
お
答
え
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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で
は
、
次
に
、
佐
藤
晴
輝
先
生
。

　

佐
藤　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
昨
日
は
、
私
の
僧
侶
と
し
て
の
角
度

か
ら
、
な
る
べ
く
具
体
的
に
皆
様
方
に
お
伝
え
し
た
つ
も
り
で
す
が
、

最
後
に
な
っ
て
時
間
が
な
く
な
り
ま
し
て
、
一
番
大
切
な
と
こ
ろ
を

お
伝
え
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

昨
日
は
、
檀
信
徒
一
人
一
人
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
一
緒
に
お
念

仏
を
称
え
る
、
そ
ん
な
住
職
で
あ
り
た
い
、
そ
れ
こ
そ
携
帯
電
話
を

持
ち
歩
き
な
が
ら
、
京
都
に
い
て
も
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
よ
う
な

時
代
で
す
の
で
、
そ
ん
な
こ
と
を
申
し
上
げ
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。

　

布
教
の
現
場
で
、
私
が
住
職
と
し
て
一
番
支
え
に
な
っ
た
こ
と
は
、

私
の
師
僧
、
弘
前
貞
昌
寺
の
住
職
の
最
期
の
姿
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

一
度
お
見
舞
い
に
は
行
き
ま
し
た
が
、
師
僧
の
最
期
に
は
立
ち
会
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
木
更
津
か
ら
も
ち
ろ
ん
遠
い
と
こ
ろ

で
も
あ
り
ま
す
し
、
腹
水
が
た
ま
っ
て
苦
し
い
は
ず
の
病
人
が
、
さ

ほ
ど
苦
痛
も
な
く
病
院
の
中
で
、

　
「
あ
り
が
と
う
、
あ
り
が
と
う
」

と
言
い
な
が
ら
、
臨
終
が
せ
ま
っ
て
く
る
と
、「
あ
そ
こ
に
、
あ
そ

こ
に
」

と
指
を
さ
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
阿
弥
陀
さ
ま
の

来
迎
か
と
思
い
ま
す
が
、
兄
弟
子
が
お
通
夜
の
席
で
そ
の
こ
と
を
詳

し
く
伝
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
「
私
の
歩
ん
で
き
た
布
教
師
の
道
は
本
当
に
間
違
い
な
か
っ
た
」

と
い
う
こ
と
を
み
ん
な
に
伝
え
て
、
最
期
の
お
別
れ
を
し
た
そ
う
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
か
ら
20
年
ぐ
ら
い
前
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
今

も
な
お
頭
か
ら
離
れ
ず
、
母
が
旅
立
つ
時
に
も
、
そ
ん
な
最
期
で
あ

っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
や
は
り
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
本
当

に
も
う
、
金
魚
が
パ
ク
パ
ク
す
る
よ
う
な
口
元
で
、
そ
れ
で
も
母
は

臨
終
の
時
に
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
お
念
仏
だ
よ
」
と
耳
元
で
さ
さ

や
く
家
内
の
念
仏
と
我
々
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、

　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
口
を
動
か
し
て
く
れ
た
こ
と
、
こ
れ
は
本
当
に
確
証
で
あ
り
ま
す

が
、
み
ん
な
家
族
そ
ろ
っ
て
、
間
違
い
な
い
ん
だ
な
、

　
「
聞
こ
え
て
る
、
称
え
て
い
る
」

と
い
う
実
感
を
得
て
、
最
期
を
看
取
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　

な
ぜ
こ
の
こ
と
を
述
べ
る
か
と
い
う
と
、
最
近
、
布
教
を
す
る
中

で
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
の
説
明
は
で
き
る
ん
で
す
が
、
実
際
に
自
分

が
最
後
、
お
念
仏
に
よ
っ
て
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「
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
迎
え
を
い
た
だ
い
て
、
極
楽
に
生
ま
れ
て
往

く
ん
だ
」

と
い
う
こ
と
さ
え
も
説
か
な
い
お
通
夜
の
席
、
そ
ん
な
経
験
を
私
は

し
ま
し
た
。

　

実
は
、
弔
問
に
伺
っ
た
親
戚
の
葬
儀
の
こ
と
で
す
が
、
浄
土
宗
の

お
坊
さ
ん
が
聞
き
な
れ
な
い
節
付
の
お
経
か
ら
始
ま
り
、
私
も
途
中

で
お
念
仏
は
一
緒
に
称
え
ま
し
た
が
、
読
経
は
25
分
位
で
終
了
し
ま

し
た
。
そ
の
後
に
は
何
の
法
話
も
な
く
、
黙
っ
て
帰
っ
て
い
く
、
そ

ん
な
お
通
夜
で
あ
り
ま
し
た
。

　

私
も
含
め
て
青
森
か
ら
親
戚
が
数
人
来
て
い
ま
し
た
が
、
皆
拍
子

ぬ
け
で
す
。
や
は
り
最
後
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
と
、
お
念
仏
と
、
極
楽

を
説
か
な
い
葬
儀
法
要
は
、
浄
土
宗
の
僧
侶
と
し
て
の
役
目
が
果
た

せ
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　

最
近
、
テ
レ
ビ
を
見
て
お
り
ま
し
た
ら
、
こ
れ
は
８
月
29
日
の
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
」
と
い
う
番
組
で
し
た
。
そ
の
タ

イ
ト
ル
は
「
天
国
か
ら
の
〝
お
迎
え
〟
～
穏
や
か
な
看
取
り
と
は

～
」
で
あ
り
ま
す
。
現
実
に
画
面
が
出
て
き
ま
し
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
を
送
る
そ
の
姿
の
中
に
、
亡
き
人
が
お
迎
え
に
来
て
い
る
と
い
う
、

そ
う
い
う
番
組
な
ん
で
す
。

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
し
て
は
、
こ
ん
な
こ
と
あ
り
得
ま
せ
ん
よ
。
た
ま
た
ま

天
国
か
ら
と
い
う
、
代
表
的
な
来
世
観
、
死
後
の
世
界
の
表
現
を
通

し
て
、
何
と
30
分
の
間
い
ろ
い
ろ
な
場
面
が
出
て
き
ま
し
た
。

　
「
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
本
当
に
旅
立
っ
た
ん
だ
な
」

と
か
、

　
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
と
こ
ろ
へ
往
く
ん
だ
よ
」

と
家
族
み
ん
な
で
送
っ
て
あ
げ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
番
組
に
出
て
く
る
大
井
先
生
は
、『
人
間
の
往
生
―
看
取
り

の
医
師
が
考
え
る
』
と
い
う
本
を
書
い
た
先
生
で
す
が
、
こ
の
先
生

は
10
年
間
、
終
末
医
療
に
携
わ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
伝
え
た
い
と
考

え
た
ん
で
す
ね
。

　

我
々
よ
り
も
、
医
療
の
現
場
で
お
迎
え
が
来
て
、
安
心
し
て
往
く

世
界
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
先
生
は
伝
え
た
い
と
思
い
、

そ
れ
を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
取
り
上
げ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
事
例
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
30
分
間
の
番
組
を
組
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
坊
さ
ん
以
上
に
、

私
た
ち
が
死
後
ど
こ
へ
行
く
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、

そ
の
答
え
を
確
信
し
て
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
を
見
た
と
き
に
、
私
た
ち
浄
土
宗
僧
侶
は
、
も
っ
と
自
信
を

持
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
責
務
を
感

じ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

も
し
よ
か
っ
た
ら
今
ネ
ッ
ト
で
引
く
と
、
い
ま
だ
に
こ
の
場
面
が
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見
ら
れ
ま
す
の
で
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ー
カ
イ
ブ
を
ご
参
考
に
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
多
分
そ
の
こ
と
を
説
け
な
い
の
は
、
自
分
が
実
際
に
見

た
こ
と
が
な
い
か
ら
と
か
、
行
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
と
い
う
、
そ

う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、
信
じ
切
れ
な
い
か
ら
と
か
、
私
が
信
じ

ら
れ
な
い
か
ら
と
い
う
、
そ
の
段
階
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

で
も
、
自
分
は
信
じ
ら
れ
な
く
て
も
、
信
じ
て
極
楽
往
生
を
願
っ

て
い
る
方
、
お
念
仏
を
喜
ん
で
念
仏
信
仰
に
入
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

方
の
姿
を
手
本
、
手
が
か
り
に
し
て
、
自
分
の
信
仰
を
も
う
ち
ょ
っ

と
深
め
ら
れ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、
私
た
ち
が
学
生
の
こ
ろ
に
は
、

唐
澤
山
の
念
仏
、
そ
れ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
念
仏
道
場
に
行
き
ま
す
と
、

そ
の
見
本
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
ね
。
お
念
仏
を
称
え

て
、
本
当
に
そ
の
お
念
仏
を
喜
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

在
家
さ
ん
で
あ
り
ま
す
が
何
時
間
も
お
念
仏
を
し
て
い
る
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
姿
を
見
て
圧
倒
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

何
か
そ
う
い
う
現
実
を
、
も
っ
と
自
分
た
ち
は
手
本
に
し
て
、
ま

ね
な
が
ら
布
教
の
道
を
、
お
念
仏
を
深
め
て
い
っ
た
ら
ど
う
か
と
い

う
こ
と
を
最
後
に
話
し
た
か
っ
た
ん
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
時
間
が
足

り
な
く
な
り
ま
し
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

要
は
、
浄
土
宗
は
、
易
行
で
あ
る
が
無
行
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と

を
教
わ
り
ま
し
た
。
行
が
な
い
か
ら
自
信
が
な
い
人
も
い
る
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
毎
日
毎
日
、
何
か
自
分
で
続
け
て
い
る
こ
と
、
朝
の

お
勤
め
だ
け
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
一
つ
の
自
信
に
な

っ
て
、
何
か
阿
弥
陀
さ
ま
、
そ
れ
か
ら
、
亡
き
お
方
か
ら
の
還
相
回

向
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
お
導
き
が
あ
る
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

要
す
る
に
、
何
か
を
伝
え
る
た
め
に
勉
強
し
た
り
、
何
か
を
伝
え

る
た
め
に
私
た
ち
は
化
他
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、
ま
ず
自
行

あ
っ
て
の
化
他
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
再
び
法
然
上
人
８
０
０
年

大
遠
忌
を
終
え
た
今
、
自
分
な
り
の
目
標
に
し
て
こ
れ
か
ら
進
ん
で

い
き
た
い
な
と
思
い
な
が
ら
、
補
足
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。（
拍
手
）

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

続
き
ま
し
て
、
清
水
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

　

清
水　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
笑
い
話
に
な
り
ま
す
が
、
浄
土
宗
青

年
会
に
招
か
れ
た
お
酒
の
席
で
、
檀
家
制
度
が
崩
れ
る
と
ど
ん
な
な

る
か
と
い
う
話
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
オ
プ
シ
ョ
ン
制
の
葬
式
が
出
て

く
る
の
と
違
う
か
、
と
。
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葬
儀
屋
さ
ん
が
仕
切
り
人
と
な
り
ま
し
て
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を

見
せ
ら
れ
ま
す
。
お
経
は
こ
の
方
が
上
手
で
す
か
ら
、
こ
れ
に
し
は

っ
た
ら
ど
う
で
す
か
。
位
牌
は
、
字
が
上
手
や
か
ら
、
こ
の
人
に
書

い
て
も
ら
は
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
。
お
説
教
は
こ
の
方
が
上
手
で
す

か
ら
、
こ
の
方
、
30
分
で
幾
ら
、
１
時
間
で
幾
ら
。
納
骨
は
あ
の
お

寺
の
納
骨
堂
、
景
色
が
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
そ
こ
で

何
十
万
円
。
そ
ん
な
こ
と
が
近
い
将
来
来
る
の
で
は
な
い
か
な
。
懇

親
会
の
席
で
そ
ん
な
話
が
出
て
き
た
。

　

ま
ん
ざ
ら
50
年
先
、
１
０
０
年
先
、
う
そ
で
は
な
い
よ
う
に
私
は

思
い
ま
す
が
、
お
葬
儀
に
関
す
る
こ
と
で
、
お
盆
の
前
後
で
し
た
か
、

テ
レ
ビ
見
て
ま
し
た
ら
、「
日
本
終
活
最
前
線
」
と
い
う
番
組
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。
終
活
と
い
う
の
は
、
就
職
活
動
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

終
わ
り
の
活
動
。

　

60
代
の
方
が
、
自
分
の
死
ん
だ
と
き
の
葬
式
の
祭
壇
ど
う
す
る
か
、

ど
の
棺
桶
に
入
る
か
、
自
分
の
通
夜
振
る
舞
い
は
ど
の
食
事
に
す
る

か
、
自
分
の
死
ん
だ
と
き
の
浄
衣
、
我
々
の
世
界
で
い
う
浄
衣
で
す

ね
。
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ウ
ェ
ア
と
い
う
こ
と
で
言
う
て
お
ら
れ
ま
し
た

が
、
ど
ん
な
物
を
着
て
お
棺
に
入
り
た
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、

経
験
す
る
ネ
オ
葬
式
、
60
代
が
群
が
る
ネ
オ
葬
式
と
い
う
番
組
が
ご

ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
30
年
間
は
死
亡
者
数
が
増
加
す
る
ら
し
い

で
す
が
、
こ
こ
10
年
ほ
ど
で
日
本
消
費
者
協
会
が
調
べ
た
葬
儀
費
用

は
30
万
円
ぐ
ら
い
費
用
が
下
が
っ
て
る
ん
で
す
。

　

医
者
の
点
滴
削
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
葬
式
の
と
き
に
お
返

し
、
香
典
返
し
す
る
品
物
を
削
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
世
間
体

が
あ
り
ま
す
か
ら
。
で
す
か
ら
、
削
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
と
い

っ
た
ら
、
も
う
皆
さ
ん
お
わ
か
り
や
と
思
い
ま
す
。

　

我
々
と
し
て
難
し
い
時
代
が
来
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
在
家
か

ら
出
た
私
が
宗
門
寺
院
に
求
め
る
こ
う
い
う
姿
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、

僧
侶
個
人
と
し
て
は
、
い
い
先
生
に
め
ぐ
り
合
う
、
い
い
環
境
に
住

ま
う
、
小
さ
い
と
き
か
ら
お
線
香
の
に
お
い
を
か
い
で
、
鐘
の
音
を

聞
く
。

　

で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
に
お
願
い
し
た
い
の
は
、
お
寺
の
副
住
職
、

若
住
職
が
お
寺
に
住
ま
わ
ん
と
、
在
家
生
活
を
し
て
い
る
人
が
ご
ざ

い
ま
す
。
お
仏
飯
を
い
た
だ
い
て
生
活
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。
全

然
別
の
生
活
で
、
お
彼
岸
と
か
お
盆
だ
け
手
伝
う
、
こ
れ
で
は
、
薫

習
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
た
な
い
と
思
い
ま
す
。
毎
日
仏
さ
ん
の
お

給
仕
を
し
て
、
身
の
回
り
を
お
掃
除
し
て
、
お
花
の
水
を
入
れ
か
え

て
、
お
仏
飯
を
上
げ
て
、
下
げ
て
、
そ
う
い
う
生
活
を
し
て
い
か
な

い
と
、
木
魚
も
た
た
け
な
い
し
、
日
課
念
仏
の
数
も
ふ
え
な
い
。

　

今
、
佐
藤
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お
り
、
私
、
永
平
寺
の
前
の
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御
前
さ
ま
、
78
代
の
御
前
さ
ま
で
、
１
０
４
歳
の
と
き
や
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
出
ら
れ
た
と
き
が
ご
ざ
い
ま
す
。
二
つ
折
り

に
な
っ
て
い
る
、
宮
崎
奕
保
と
い
う
禅
師
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

こ
の
方
が
曹
洞
宗
の
説
教
師
さ
ん
を
前
に
、
よ
ぼ
よ
ぼ
出
て
こ
ら
れ

る
ん
で
す
が
、
声
は
大
き
い
声
で
お
説
教
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。
理
屈

を
言
う
や
つ
は
多
い
け
ど
も
、
我
が
宗
門
は
黙
っ
て
座
禅
を
し
て
実

行
す
る
と
こ
ろ
に
目
的
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、

実
行
せ
ん
曹
洞
宗
の
坊
さ
ん
が
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

　

あ
る
仏
具
屋
が
言
う
て
ま
し
た
。
こ
の
ご
ろ
浄
土
宗
の
お
寺
へ
卸

し
た
木
魚
と
禅
宗
の
お
寺
へ
卸
し
た
木
魚
と
、
バ
イ
の
傷
み
方
が
、

同
じ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
禅
宗
は
割
と
や
わ
ら
か
く
た
た
き
ま
す

か
ら
、
そ
ん
な
力
入
れ
て
た
た
き
ま
せ
ん
が
、
お
経
の
伴
奏
で
す
か

ら
。
浄
土
宗
は
行
で
す
か
ら
、
お
念
仏
称
え
る
と
き
は
汗
か
く
ぐ
ら

い
お
念
仏
を
申
し
ま
す
ね
。
バ
イ
が
そ
り
く
り
返
っ
た
り
、
皮
が
め

く
れ
た
り
、
飛
ん
で
し
も
う
た
り
し
ま
す
。

　

そ
れ
が
、
と
い
う
こ
と
は
、
仏
具
屋
が
暗
に
言
い
ま
す
の
は
、
余

り
お
寺
の
ほ
う
で
念
仏
申
さ
ん
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
と
違
う
か
と

い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
。

　

か
つ
て
、
教
学
を
や
っ
て
い
る
人
は
法
式
が
苦
手
、
法
式
屋
は
お

話
が
苦
手
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
き
の
う
申
し
ま
し
た
の

は
、
す
べ
て
が
そ
つ
な
く
で
き
る
僧
侶
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

と
か
く
法
式
は
乱
れ
が
ち
。
け
れ
ど
も
、
我
々
法
式
を
教
え
て
い

る
者
と
し
て
は
、
法
式
が
、
法
事
が
あ
っ
た
か
ら
、
葬
式
が
あ
っ
た

か
ら
宗
門
を
維
持
し
て
き
た
、
こ
れ
は
自
負
し
て
お
り
ま
す
。
ど
ん

だ
け
偉
い
学
者
先
生
が
お
ら
れ
て
も
、
檀
家
さ
ん
の
三
十
三
回
忌
で
、

１
時
間
檀
家
の
家
で
仏
教
学
、
浄
土
学
の
講
義
し
て
帰
っ
て
き
て
お

布
施
も
ろ
う
た
人
は
一
人
も
な
い
ん
で
す
。
儀
式
を
や
っ
た
か
ら
宗

門
を
維
持
し
て
き
た
。

　

こ
れ
は
法
式
の
先
生
が
す
べ
て
自
負
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
信
仰
の
喜
び
を
伝
え
ら
れ
る
師
匠
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

宗
門
で
拝
め
る
師
範
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
天
台
宗
で
い
い
ま
し
た

ら
二
千
日
回
峰
成
満
し
た
酒
井
阿
闍
梨
の
よ
う
な
、
あ
あ
い
う
拝
め

る
人
を
求
め
て
い
る
の
と
違
う
か
な
、
在
家
の
目
か
ら
は
そ
の
よ
う

に
思
い
ま
す
。

　

昨
今
の
雇
用
の
劣
化
、
若
者
の
家
意
識
の
低
下
、
宗
教
離
れ
と
は

い
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
初
詣
客
見
て
い
た
ら
、

髪
の
毛
茶
色
に
染
め
た
若
い
子
、
耳
に
い
っ
ぱ
い
イ
ヤ
リ
ン
グ
つ
け

た
よ
う
な
女
の
子
が
初
詣
に
は
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
死
ん
だ
人

に
は
薄
い
け
れ
ど
も
、
生
き
て
る
者
に
は
熱
い
情
熱
の
傾
け
方
で
す
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ね
。

　

少
子
化
と
は
い
え
、
安
産
の
た
め
に
腹
帯
受
け
に
行
く
わ
け
で
す
。

初
詣
と
か
七
五
三
と
か
安
産
、
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
も
、『
法

要
集
』
に
は
載
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
は
お
念
仏
の
現
当
二

世
の
ご
利
益
と
い
う
こ
と
で
、
過
去
帳
よ
り
も
現
在
帳
の
整
備
が
急

務
。

　

き
の
う
も
お
話
に
あ
り
ま
し
た
が
、
宗
門
の
将
来
、
こ
れ
か
ら
お

寺
の
世
話
方
に
な
り
、
総
代
さ
ん
に
な
ら
れ
る
今
の
若
い
人
、
檀
信

徒
へ
の
教
化
活
動
が
一
番
、
浄
土
宗
の
将
来
を
見
据
え
て
大
事
な
こ

と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
き
の
う
は
申
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

帰
敬
式
。
三
日
授
戒
、
五
日
五
重
で
は
な
か
な
か
人
が
集
ま
ら
な
い
。

時
間
的
な
も
の
、
仕
事
が
休
め
な
い
、
経
費
が
高
い
、
い
ろ
い
ろ
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
が
１
日
の
こ
と
、
あ
る
い
は
、
半
日
の
こ
と
、
２

～
3
時
間
の
こ
と
や
っ
た
ら
、
逆
に
、
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
人
が
集

ま
る
ん
で
す
。

　

私
も
、
法
式
や
っ
て
い
る
立
場
上
、
真
言
宗
の
大
和
の
信
貴
山
の

帰
敬
式
、
そ
れ
か
ら
、
天
台
系
の
ほ
う
の
吉
野
山
の
蔵
王
堂
の
帰
敬

式
、
高
野
山
の
春
秋
の
帰
敬
式
、
全
部
体
験
入
門
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
許
可
を
得
ま
し
て
、
そ
の
宗
派
の
席
へ
同
席
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
か
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
い

る
か
、
費
用
は
ど
れ
ぐ
ら
い
か
、
時
間
は
ど
れ
ぐ
ら
い
か
。
春
３
日
、

秋
３
日
や
っ
て
も
、
捌
き
き
れ
ん
ぐ
ら
い
の
若
い
人
が
受
け
に
来
る

ん
で
す
。

　

浄
土
宗
で
は
、
人
が
集
ま
ら
ん
、
檀
家
が
集
ま
ら
ん
、
五
重
で
き

ひ
ん
。
悩
ん
で
い
ま
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
他
宗
派
で
は
そ
ん
な
ふ
う
に

や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
若
い
人
を
引
き
寄
せ
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
若
い
人
へ
の
教
化
活

動
と
い
う
の
を
見
据
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
の
が
一
つ
。

　

先
ほ
ど
佐
藤
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
私
も
、
母

親
が
亡
く
な
る
と
き
、
目
の
前
、
う
わ
言
の
よ
う
に
指
を
指
し
て
、

仏
さ
ま
、
仏
さ
ま
、
ご
本
尊
さ
ん
が
と
い
う
よ
う
な
母
親
の
最
期
を

目
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

師
匠
が
亡
く
な
る
と
き
も
、
総
合
病
院
に
入
っ
て
た
ん
で
す
が
、

「
あ
し
た
わ
し
行
く
さ
か
い
に
、
お
寺
帰
り
た
い
、
ど
う
し
て
も
帰

り
た
い
。」
医
者
が
「
老
衰
や
か
ら
大
丈
夫
、
帰
し
な
さ
い
」
と
言

う
て
、
担
架
で
運
ば
れ
て
、
檀
家
に
運
ん
で
も
ろ
う
て
、
本
堂
へ
寝

か
せ
て
も
ろ
う
て
、
そ
れ
で
、
自
分
の
一
代
を
振
り
返
っ
て
、
本
尊

さ
ん
の
前
で
思
い
出
の
一
筆
を
書
い
て
、
そ
れ
で
明
く
る
日
亡
く
な

っ
た
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
師
匠
の
最
期
を
見
ま
す
る
と
、
や
っ
ぱ

り
手
本
が
欲
し
い
な
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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範
を
示
す
よ
う
な
手
本
が
欲
し
い
。
仏
心
あ
る
師
匠
に
は
、
そ
れ

を
継
ぐ
仏
心
あ
る
弟
子
が
育
つ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
言
え
る
か

と
思
い
ま
す
。
判
こ
だ
け
の
師
匠
で
は
い
か
ん
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

７
月
31
日
に
、
善
光
寺
の
盂
蘭
盆
会
に
参
り
ま
し
た
。
尼
公
上
人
、

鷹
司
台
下
お
出
ま
し
の
、
夜
の
７
時
で
い
っ
ぱ
い
の
若
い
人
が
石
畳

に
お
数
珠
も
ら
い
に
並
ん
で
る
ん
で
す
。
ま
だ
日
本
の
若
い
人
、
捨

て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
な
。
今
の
若
い
人
は
あ
か
ん
と
い
い
ま
す
が
、

そ
う
で
は
な
い
な
。
や
は
り
善
光
寺
上
人
に
頭
な
で
て
ほ
し
い
人
が

並
ん
で
る
ん
で
す
。

　

そ
の
人
が
泊
ま
っ
た
ん
で
す
か
ね
、
明
く
る
日
の
朝
、
お
朝
事
に

行
っ
た
ら
、
同
じ
人
が
や
っ
ぱ
り
石
畳
に
ひ
ざ
ま
ず
い
て
い
る
ん
で

す
ね
。
今
の
若
い
人
で
も
、
や
り
方
一
つ
に
よ
っ
て
捨
て
た
も
ん
で

な
い
な
。

　

法
然
上
人
は
、
浄
土
の
法
門
と
、
遊
蓮
房
に
会
え
た
こ
と
が
生
涯

の
思
い
出
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
申
さ
れ
ま
し
た
が
、
檀
家
さ
ん
に

と
っ
て
、
こ
の
寺
の
檀
家
に
嫁
い
で
よ
か
っ
た
、
こ
の
寺
に
お
墓
持

て
て
よ
か
っ
た
、
こ
れ
が
一
番
の
え
え
こ
と
や
っ
た
な
と
言
う
て
も

ら
え
る
よ
う
な
住
職
、
副
住
職
、
寺
庭
、
寺
族
に
な
っ
て
い
た
だ
き

た
い
。
そ
う
い
う
ご
寺
族
、
住
職
の
お
人
柄
が
、
こ
れ
か
ら
の
宗
門

の
将
来
を
左
右
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
声
を
大
に
し
て
申
し
上

げ
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
最
後
に
一
つ
。
８
０
０
年
遠
忌
の
お

導
師
を
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
ご
縁
が
あ
っ
て
、
知
恩
院
さ
ん
で

10
月
の
18
日
に
右
導
師
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
と

き
に
私
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

　

こ
の
中
に
も
何
人
か
随
喜
し
て
い
た
だ
い
た
方
が
あ
る
ん
で
す
が
、

黒
谷
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
昭
和
９
年
に
大
殿
が
燃
え
ま
し
た
の
で
、

そ
の
再
建
の
と
き
の
費
用
を
勧
進
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
め
っ
た

に
な
い
こ
と
で
す
が
、
大
殿
の
再
建
の
た
め
に
門
外
不
出
の
一
枚
起

請
文
を
全
国
に
出
開
帳
し
て
、
今
の
大
殿
が
建
っ
た
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
来
出
し
て
な
い
ん
で
す
。
私
ら
職
員
で
も

１
年
に
１
回
し
か
拝
ま
せ
て
も
ろ
う
て
な
い
。

　

そ
の
一
枚
起
請
文
、
知
恩
院
さ
ん
へ
運
び
ま
し
て
、
浄
宗
会
法
要

と
い
う
こ
と
で
、
出
開
帳
い
た
し
ま
し
た
。
確
か
に
、
赤
い
衣
着
た

私
に
は
頭
下
げ
て
く
れ
は
っ
た
人
が
あ
り
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
、

桐
箱
に
入
っ
た
法
然
上
人
の
一
枚
起
請
文
に
頭
下
げ
た
坊
さ
ん
は
一

人
も
お
ら
な
ん
だ
。
こ
の
現
実
は
何
や
と
い
う
こ
と
で
、
私
、
後
で

Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
拝
ん
で
る
檀
家
は
い
る
ん
だ

け
れ
ど
も
、
周
り
で
見
て
い
る
坊
さ
ん
が
一
枚
起
請
文
に
手
を
合
わ
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し
て
な
い
。
こ
れ
が
浄
土
宗
の
現
実
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
は
な
い

か
な
と
い
う
こ
と
で
思
い
当
た
っ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
後
で
質
問
の
と
き
に
も
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
こ

の
席
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

袖
山
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

　

袖
山　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
袖
山
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

３
先
生
の
お
話
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
う
だ
そ
う
だ
と
思
い
な
が
ら

聞
い
て
お
り
ま
す
と
、
自
分
が
こ
の
先
何
を
言
う
の
か
と
い
う
の
が
、

ち
ょ
っ
と
失
念
を
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
日
は
、
結
論
の
部
分
が
少
し
駆
け
足
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
時
間
を
超
過
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
お
わ
び
を
申
し
上
げ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
日
の
中
野
先
生
の
基
調
講
演
の
中
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
こ

れ
か
ら
は
、
家
の
宗
教
か
ら
個
の
宗
教
へ
と
い
う
転
換
が
、
檀
家
制

度
が
ベ
ー
ス
に
は
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
も
う
一
方
の
と
こ

ろ
で
、
家
の
宗
教
か
ら
個
の
宗
教
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
て
い
く
、
そ

う
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
お
話
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
出
し
ま
し
た
デ
ー
タ
は
ま
さ
に
、
そ
う
い
っ
た
傾
向
を
裏
づ

け
る
よ
う
な
デ
ー
タ
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
思
っ
て
お
る
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
家
の
宗
教
か
ら
個
の
宗
教
へ
と
い
う
ふ
う
に

変
わ
っ
て
い
く
と
こ
ろ
で
は
、
ど
う
い
う
こ
と
が
条
件
に
な
っ
て
い

く
の
か
、
考
え
て
み
ま
す
と
、
や
は
り
宗
教
者
と
信
者
さ
ん
の
１
対

1
の
関
係
と
い
う
の
が
、
信
仰
を
ベ
ー
ス
と
し
た
信
頼
関
係
、
１
対

1
の
信
頼
関
係
と
い
う
の
が
、
か
な
り
重
視
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
信
頼
関
係
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
個
の
宗
教
へ
の
転
換

と
い
う
も
の
は
、
な
か
な
か
ス
ム
ー
ズ
に
行
か
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
気
が
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
世
襲
に
よ
ら
な
い
、
世
襲
に
こ
だ
わ
ら
な
い
寺
院
後
継

者
の
受
け
入
れ
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
先
、
あ
る
程
度
の
事
例
と
い

う
も
の
が
増
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
ご
縁
が
あ
っ
て
、
お
寺
の
後

継
者
と
し
て
お
入
り
に
な
ら
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
自
身
も
、
真
言
宗
の
寺
か
ら
、
縁
が
あ
り
ま
し
て
浄
土
宗
の
寺

に
婿
養
子
で
入
っ
た
わ
け
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
先
は
、

自
主
的
に
、
教
え
を
選
ん
で
、
そ
の
お
寺
の
後
継
者
と
し
て
お
入
り

に
な
る
、
あ
る
い
は
、
僧
侶
に
な
り
た
い
と
い
う
方
が
増
え
て
く
る
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の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
個
の
宗
教
へ
の
転
換
と
、
お
寺
の
ほ
う
で
も
後

継
者
が
、
あ
の
宗
派
の
教
え
の
お
寺
だ
か
ら
あ
そ
こ
の
宗
派
の
お
坊

さ
ん
に
な
り
た
い
と
い
う
よ
う
な
事
例
が
出
て
く
る
と
な
り
ま
す
と
、

い
わ
ゆ
る
我
々
自
体
の
ほ
う
が
、
選
択
さ
れ
る
側
に
回
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

今
ま
で
は
、
寺
檀
制
度
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
と
、
選
択
の
余

地
も
な
く
、
あ
な
た
の
お
宅
は
浄
土
宗
だ
か
ら
、
浄
土
宗
の
教
え
は

こ
う
で
す
よ
と
い
う
、
浄
土
宗
と
い
う
教
え
が
既
に
あ
る
と
い
う
こ

と
を
、
既
に
選
択
が
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
も
っ
て
、
教
化

と
い
う
も
の
が
始
ま
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
何
年
先
に
な
る

か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
あ
る
程
度
先
の
時
代
か
ら
は
、
浄
土
宗
の
教

え
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
教
え
だ
か
ら
、
信
仰
、
こ
う
い
う
教
え
を

信
じ
ま
し
ょ
う
と
い
う
ふ
う
に
、
あ
る
い
は
、
真
言
宗
の
教
え
は
こ

う
だ
か
ら
、
曹
洞
宗
の
教
え
は
こ
う
だ
か
ら
と
い
う
よ
う
な
選
択
肢

が
あ
っ
て
、
そ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
、
で
は
そ
の
教
え
を
学
ん
で
み

よ
う
、
そ
の
教
え
を
体
験
し
て
み
よ
う
と
い
う
方
が
こ
れ
か
ら
は
出

て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　

と
同
時
に
、
あ
の
お
坊
様
が
あ
あ
い
う
ご
人
徳
の
お
あ
り
に
な
る

方
な
の
だ
か
ら
、
あ
の
方
の
お
っ
し
ゃ
る
教
え
な
ん
だ
か
ら
、
あ
の

方
が
信
頼
で
き
る
か
ら
そ
の
信
仰
の
ほ
う
に
興
味
を
示
し
て
み
よ
う

と
い
う
方
が
増
え
て
く
る
。

　

家
の
宗
教
か
ら
個
の
宗
教
へ
と
い
う
ふ
う
に
転
換
し
て
い
く
過
程

の
中
で
は
、
宗
教
者
と
信
者
の
１
対
1
の
関
係
、
そ
し
て
、
ど
う
い

う
教
え
に
つ
い
て
行
こ
う
か
と
い
う
選
択
の
主
導
権
と
い
い
ま
す
か
、

選
択
は
、
信
ず
る
側
の
ほ
う
へ
、
私
た
ち
は
選
択
権
を
個
人
の
方
へ

渡
し
て
し
ま
う
と
い
う
時
代
が
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
と
き
に
何
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
か
。
あ
り
き
た

り
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
自
身
、
そ

れ
ぞ
れ
の
お
寺
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
、
あ
る
い
は
、
浄
土
宗
全
体
が
、

私
た
ち
の
教
え
は
こ
う
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
、
私
た
ち
の
僧
侶

の
姿
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
と
い
う
ふ
う
に
、

こ
こ
に
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ア
ピ
ー
ル
し

て
、
そ
の
存
在
感
を
示
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
浄
土
宗
と
い
う
も
の
、
浄
土
宗
の
僧
侶
と
い
う
も
の
、

浄
土
宗
の
教
え
と
い
う
も
の
に
注
目
を
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
始

ま
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

先
般
、
八
百
年
の
御
遠
忌
で
、
私
ど
も
、
浄
土
三
部
経
現
代
語
訳
、
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非
常
に
長
い
時
間
を
か
け
て
現
代
語
訳
の
仕
事
を
や
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
全
箇
寺
に
お
配
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
願
わ
く
は
、
こ
れ
は
単
な
る
希
望
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
一
般
の
書
店
に
並
ぶ
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
仕
事
を
し
た
者

と
し
て
は
う
れ
し
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

東
京
の
国
立
博
物
館
で
法
然
親
鸞
展
が
あ
っ
た
と
き
、
京
都
の
ほ

う
は
残
念
な
が
ら
機
会
が
な
く
て
、
法
然
展
を
見
に
行
く
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
法
然
親
鸞
展
の
と
き
に
、
東
博
の
販
売
の

ブ
ー
ス
の
と
こ
ろ
で
、
私
ど
も
の
浄
土
三
部
経
が
平
積
み
に
な
っ
て

お
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
手
に
す
る
人
が
、
私
が
見
て
い
る
限
り
、
ほ

ん
の
５
分
、
６
分
で
す
が
、
手
に
取
っ
て
眺
め
て
い
た
だ
い
た
人
が

何
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
買
う
買
わ
な
い
は
、
そ
の
人

の
ご
自
由
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
人
の
選
択
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し

か
し
、
そ
こ
で
手
に
取
っ
て
も
ら
え
る
。

　

あ
る
い
は
、
私
の
地
元
の
長
野
の
駅
前
の
本
屋
で
も
、
や
は
り
八

百
年
、
あ
る
い
は
、
親
鸞
上
人
の
七
百
五
十
年
と
い
う
こ
と
で
、
親

鸞
法
然
コ
ー
ナ
ー
と
い
う
の
が
、
ほ
ん
の
60
セ
ン
チ
四
方
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
関
連
す
る
本
が
平
積
み
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
や
は
り

そ
こ
で
も
並
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
御
遠
忌
が
過
ぎ

去
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
コ
ー
ナ
ー
も
消
え
て
し
ま
い
ま
し

た
。

　

何
と
か
、
長
野
県
内
の
大
き
な
チ
ェ
ー
ン
店
さ
ん
に
置
い
て
も
ら

え
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
つ
て
で
も
っ
て
、
経
営

者
の
方
に
、
お
願
い
で
き
ま
せ
ん
か
と
い
う
ふ
う
に
話
を
通
し
た
の

で
す
が
、
ひ
と
月
の
間
に
何
冊
本
が
出
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
ほ

ど
の
状
況
の
中
で
、
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
仕
入
れ
ル
ー
ト
以
外
の
書

物
を
扱
う
の
は
原
則
難
し
い
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ル
ー
ト

に
乗
っ
て
い
て
も
売
れ
な
け
れ
ば
本
屋
に
並
ぶ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

や
は
り
店
頭
で
注
文
し
て
い
た
だ
く
し
か
な
い
。

　

し
か
し
，
も
し
我
々
に
発
信
力
と
い
う
も
の
が
備
わ
っ
て
な
い
と

い
う
現
実
が
あ
る
な
ら
ば
、
注
目
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
チ
ャ
ン
ス

す
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
何
と
か
こ
の
教
え
を
発
信
す
る
力
と
い

う
も
の
を
、
ど
ん
な
方
法
で
も
い
い
か
ら
、
お
一
人
お
一
人
の
ア
イ

デ
ア
で
も
結
構
で
す
の
で
、
み
ん
な
が
考
え
な
が
ら
、
発
信
力
と
い

う
も
の
を
培
っ
て
い
き
た
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か

と
、
メ
デ
ィ
ア
戦
略
だ
な
ん
て
い
う
ち
ょ
っ
と
い
か
め
し
い
キ
ー
ワ

ー
ド
に
な
り
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
試
み
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

あ
と
、
社
会
の
中
に
お
け
る
信
頼
感
と
い
う
も
の
も
、
教
え
を
、

お
寺
を
、
浄
土
宗
を
選
択
し
て
い
た
だ
く
と
き
の
一
つ
の
判
断
基
準
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に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
あ
い
う
社
会
活
動
を
や
っ
て
い

る
お
寺
さ
ん
の
浄
土
宗
の
教
え
で
あ
る
な
ら
ば
、
き
っ
と
す
ば
ら
し

い
教
え
で
あ
ろ
う
と
。
一
つ
一
つ
の
教
え
は
そ
こ
ま
で
理
解
は
及
ば

な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
方
々
が
信
じ
て
い
る
教
え
で
あ
る
な
ら

ば
、
間
違
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
と
。
そ
う
思
わ
せ
る
、
社
会
の
中
で

の
信
頼
感
と
い
う
も
の
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
、
そ
う
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
善
光
寺
さ
ん
の
尼
公
上
人
の
お
数
珠
頂
戴
の
お
話
を
清

水
先
生
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
や
は
り
、
尼
公
上
人
の
持
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
宗
教
を
通
じ
た
社
会
の
中
で
の
信
頼
感
と
い
う
も

の
が
、
あ
の
お
数
珠
頂
戴
の
長
い
列
に
な
っ
て
い
く
ん
だ
ろ
う
と
い

う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
同
時
に
、
私
ど
も
一
人
一
人
、
教
師
一
人
一
人
の
信
頼
感

と
い
う
も
の
、
お
檀
家
さ
ん
か
ら
の
信
頼
感
、
あ
る
い
は
、
地
域
か

ら
の
信
頼
感
、
あ
る
い
は
、
関
連
す
る
、
こ
う
い
う
言
い
方
は
な
ん

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
こ
そ
葬
儀
社
、
葬
儀
業
界
か
ら
の
信
頼
感

と
い
う
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
が
、
あ
の
人
が
信
じ
て
い
る
浄
土
宗

の
教
え
な
ら
、
そ
の
話
は
聞
い
て
み
よ
う
、
き
っ
と
い
い
教
え
に
違

い
な
い
と
思
わ
せ
る
だ
け
の
信
頼
感
と
い
う
も
の
を
、
私
た
ち
は
培

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
先
の
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
く
と
こ
ろ
の
、
核
家
族

か
ら
単
独
世
帯
、
家
の
宗
教
か
ら
個
の
宗
教
へ
と
い
う
ふ
う
に
移
行

し
て
い
く
中
で
は
、
我
々
一
人
一
人
、
一
つ
一
つ
の
お
寺
、
そ
し
て
、

宗
派
と
い
い
ま
す
か
、
浄
土
宗
そ
の
も
の
へ
の
信
頼
感
と
い
う
も
の

が
非
常
に
大
事
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
か
よ
う
な
こ
と
を

申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
の
ほ
う
か
ら
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
拍
手
）

　

藤
本　

補
足
と
い
う
こ
と
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
先
生

方
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
語
り
た
い
こ
と
が
山
ほ
ど
お
あ
り
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
お
わ
か
り
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
皆
様
方
か
ら
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
ご
質
問
に
関
し
て
お

答
え
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
に
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
20
枚
、
つ
ま
り
、
20
人
の
方
が
ご

質
問
票
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
先
生
方
、
大
変
お
喜
び
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
質
問
を
一
つ
一
つ
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
し
て
ま
た
、

先
生
方
に
向
け
て
の
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
お
答
え
い
た
だ
く

と
い
う
方
法
を
取
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
申
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
所
属
と
お
名
前
を
付
し
て

お
ら
れ
る
お
方
に
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い



─ 82 ─

た
だ
き
な
が
ら
、
そ
の
質
問
を
そ
の
先
生
へ
と
投
げ
か
け
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
再
質
問
の
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
も
し
再
質
問

を
さ
れ
た
い
方
は
、
そ
の
先
生
に
ま
た
別
の
機
会
に
、
そ
の
質
問
で

も
っ
て
お
話
を
伺
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
に
さ
せ
て
頂
き
ま
す

の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
各
先
生
へ
の
ご
質
問
に
入
り
ま
す
。
こ
ち
ら
側
の
長

谷
川
先
生
か
ら
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、
終
わ
り
に
は
、
全
員
の
先

生
に
と
い
う
質
問
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
項
目
へ
と
入
っ
て
い
き

ま
す
。

　

ま
ず
、
長
谷
川
先
生
へ
の
ご
質
問
で
す
。
浄
土
宗
教
師
修
練
道
場

の
柴
田
大
船
様
か
ら
の
質
問
で
す
。
先
生
の
お
話
は
、
随
縁
の
社
会

的
実
践
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
先
生
が
お
考
え
に
な
る
具
体
的
な
実

践
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

長
谷
川　

ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。「
随
縁
」
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
縁
に
随
っ
て
実
践
す
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
い
わ
ば
無
限
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
震
災
を
契
機
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
ち
上
が
り
が
見

ら
れ
ま
し
た
し
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
こ

れ
を
再
生
し
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
か
、
そ
う
い

う
問
題
意
識
の
あ
る
方
は
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
動
い
て
い
く
ん
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

む
し
ろ
大
切
な
こ
と
は
、
二
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

　

一
つ
は
、
念
仏
の
障
り
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
社
会
的
実
践
を
活
発
に
し
て
い
る
か
ら
、
念
仏
は
し
な
く

て
い
い
ん
だ
と
。
社
会
的
実
践
を
免
罪
符
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

い
ま
一
つ
は
、
昨
日
も
申
し
上
げ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
社
会
的
な
実
践
を
通
し
て
、
自
力
の
限
界
、
ま
た
、
お
の
れ

の
愚
者
性
と
い
う
も
の
が
切
実
に
問
い
直
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、

少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
心
行
の
深
ま
り
を
期
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
一
つ
の
道
筋
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ま

す
。

　

な
お
、
今
回
は
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
宗
教
者
の
社
会
的

実
践
と
い
う
場
合
に
、
他
の
一
般
の
人
た
ち
の
社
会
的
な
実
践
と
ど

こ
が
ど
う
違
う
の
か
、
こ
れ
は
極
め
て
難
し
い
問
題
で
す
が
、
私
が

考
え
ま
す
に
は
、
人
が
、
あ
る
い
は
、
世
間
が
、
社
会
が
見
逃
し
た

も
の
を
見
る
ま
な
ざ
し
と
い
う
も
の
が
大
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

実
際
、
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
極
め
て
難
し
い
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と
思
い
ま
す
が
、
人
が
見
逃
し
た
も
の
を
見
る
ま
な
ざ
し
、
こ
れ
は

や
は
り
、
宗
教
者
に
課
せ
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
こ
う

思
い
ま
す
。

　

同
時
に
ま
た
、
形
の
上
に
あ
ら
わ
れ
た
面
か
ら
見
れ
ば
変
わ
ら
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
の
振
る
舞
い
の
中
に

内
面
化
さ
れ
た
も
の
が
に
じ
み
出
て
く
る
と
い
っ
た
こ
と
も
、
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
が
そ
う
あ
り
た

い
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
思
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
に
じ

み
出
て
く
る
と
こ
ろ
に
宗
教
者
の
実
践
の
あ
り
よ
う
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

　

こ
の
こ
と
を
、
柴
田
大
船
上
人
か
ら
ご
質
問
の
お
答
え
に
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

続
き
ま
し
て
、
建
中
寺
ご
住
職
で
あ
ら
れ
、
佛
教
大
学
非
常
勤
講

師
を
務
め
て
お
ら
れ
ま
す
村
上
真
瑞
様
よ
り
、
ご
発
表
の
中
に
、
布

施
、
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
と
い
う
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
聖
光
上
人
、
貞
極
上
人
、
青
民
上
人
の
３

人
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
法
然
上
人
に
も
そ
の
思
想
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
選
択
集
』
の
中
で
、
念
仏
一
行
が
正
定

業
で
す
が
、
信
心
を
確
立
し
た
上
で
は
、
六
波
羅
蜜
は
異
類
助
業
と

し
て
、
再
び
命
が
与
え
ら
れ
、
大
い
に
念
仏
を
助
成
す
る
と
思
い
ま

す
。
二
祖
聖
光
上
人
も
、
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
述
べ
ら
れ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
よ
ろ
し
く
ご
指
導
く
だ
さ
い
。

　

長
谷
川　

ご
質
問
、
ご
指
摘
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
村
上
上
人
の
ご
質
問
の
趣
旨
は
、
二
つ
の
点
に
分
か
れ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
第
一
で
す
が
、
宗
祖
の
場
合
に
は
、
六
波

羅
蜜
（
六
度
）
等
の
念
仏
以
外
の
一
切
の
行
を
、
選
捨
し
、
雑
行
と

い
た
し
ま
し
た
の
で
、
あ
え
て
念
仏
と
六
度
と
の
関
係
に
は
立
ち
入

っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
私
は
考
え
ま
す
。

　

む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
そ
の
こ
と
の
意
味
を
、
あ
る
い
は
、
念
仏

の
信
の
構
造
を
、
二
祖
聖
光
上
人
が
通
仏
教
、
大
乗
菩
薩
道
の
立
場

か
ら
闡
明
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。

　

次
に
、
第
二
点
目
で
す
が
、
こ
の
点
は
全
く
ご
指
摘
の
と
お
り
で

あ
り
ま
す
。
た
だ
、
私
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
信
と4

社
会
的
実
践

に
で
は
な
く
、
信
の4

社
会
的
実
践
と
い
う
視
点
か
ら
発
表
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
あ
え
て
助
業
論
を
棚
上
げ
に
し
て
、
専
修
念

仏
そ
の
も
の
に
社
会
的
、
利
他
的
実
践
を
生
み
出
す
、
な
い
し
は
、



─ 84 ─

こ
れ
を
促
し
て
い
く
契
機
が
あ
る
こ
と
を
、
念
仏
の
信
の
構
造
に
求

め
た
、
こ
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

大
変
未
熟
な
見
解
に
な
り
ま
す
の
で
、
ま
た
ご
教
示
を
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
石
田
一
裕
様
よ
り
長
谷
川
先
生
に
、

現
代
実
践
教
学
の
構
築
に
対
す
る
期
待
を
述
べ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
形
で
構
築
さ
れ
る
べ
き
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

具
体
的
な
希
望
や
理
想
が
あ
れ
ば
、
お
教
え
く
だ
さ
い
。

　

長
谷
川　

昨
日
の
発
表
で
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
正
直
申
し
上

げ
ま
し
て
、
宗
門
へ
の
期
待
は
や
は
り
大
き
い
の
で
す
が
、
私
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
極
め
て
漠
然
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
頭

を
か
す
め
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
、
せ
っ
か
く
の
ご
質
問
で
あ
り
ま

す
の
で
、
こ
の
後
申
し
述
べ
て
ご
批
判
を
得
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
現
代
」
と
「
実
践
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
大
き
く
五
つ
の
柱
を
考
え
ま
す
が
、
一
つ
は
理
念
論
、
二
つ
目

は
歴
史
論
、
三
つ
目
は
対
象
論
、
四
つ
目
は
主
体
論
、
五
つ
目
は
方

法
論
で
あ
り
ま
す
。

　

理
念
論
は
、
宗
義
の
現
代
的
な
受
け
と
め
方
と
い
う
も
の
を
中
心

と
し
て
構
成
さ
れ
る
教
学
の
コ
ア
で
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
幅
が
広
い

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

歴
史
論
は
、
従
来
の
浄
土
宗
史
は
、
教
義
や
制
度
の
歴
史
が
中
心

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
特
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
、
社
会
の
課

題
と
浄
土
宗
な
い
し
宗
義
が
ど
う
切
り
結
ん
で
い
っ
た
か
と
い
う
点

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
ま
す
。
近
代
以
前
も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
り
ま

す
が
、
と
り
わ
け
、
近
代
以
降
は
な
お
重
要
な
論
点
が
浮
か
ん
で
く

る
の
で
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
対
象
論
、
こ
れ
は
や
は
り
大
変
重
要
な
意
味
を
持
ち

ま
す
が
、
要
す
る
に
、
現
代
社
会
と
は
何
ぞ
や
と
。
ま
た
、
そ
の
現

代
社
会
が
内
包
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
や
、
社
会
的
な
課
題
、

こ
れ
は
際
限
が
な
い
ほ
ど
広
が
り
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
昨

日
の
中
野
先
生
の
基
調
講
演
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
社
会
経
済

環
境
の
激
変
、
自
然
の
環
境
の
著
し
い
変
化
等
々
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
が
今
、
浮
上
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
へ
の
浄
土
宗

と
し
て
の
問
題
意
識
が
対
象
論
に
反
映
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

主
体
論
、
こ
れ
は
、
こ
の
間
の
諸
先
生
方
の
ご
発
題
、
そ
れ
か
ら
、

ご
質
問
に
も
関
連
し
て
、
現
代
僧
道
論
、
寺
院
論
、
修
養
論
と
い
う
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問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
。
僧
侶
の
あ
り
方
、
寺
院
の
あ
り
方
、

そ
し
て
、
修
養
と
い
う
問
題
な
ど
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

方
法
論
は
、
主
体
と
対
象
を
つ
な
ぐ
架
け
橋
に
な
る
べ
き
も
の
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
具
体
的
な
実
践
に
か
か
わ
る
知
識
や
技
術
、
あ
る

い
は
、
制
度
、
政
策
、
組
織
、
運
動
等
々
、
無
論
、
布
教
、
法
式
な

ど
も
当
然
、
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
事
柄
は
、
た
だ
思
い
描
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
、

む
し
ろ
フ
レ
ム
ー
ワ
ー
ク
を
明
確
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
専
門
の

教
師
の
総
力
を
結
集
し
て
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い

と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
、
お
答
え
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

長
谷
川
先
生
へ
は
、
多
賀
学
昭
様
、
そ
れ
か
ら
、
廣
川
堯
敏
様
か

ら
の
ご
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
補
足
の
部
分
で
お
答
え
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
続
き
ま
し
て
、
佐
藤
先
生
へ
。
教
学
院
所
属
で
、
大

正
大
学
の
安
孫
子
稔
章
様
よ
り
、
住
職
は
24
時
間
連
絡
が
取
れ
る
よ

う
に
、
携
帯
番
号
と
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
配
っ
て
お
く
べ
き
だ
と
い

う
よ
う
な
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
日
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発

達
に
よ
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
開
設
し
て
い
る
お
寺
も
多
い
と

思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
お
寺
が
ネ
ッ
ト
社
会
に
参
入
し
て
い
く

と
き
、
何
に
注
意
し
て
い
け
ば
よ
い
か
、
お
考
え
が
あ
れ
ば
、
お
聞

か
せ
願
い
た
く
存
じ
ま
す
。

　

佐
藤　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
専
門
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
質
問
が
私
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
わ
か
る
範
囲
で
答
え

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

バ
ー
チ
ャ
ル
寺
院
と
か
、
ネ
ッ
ト
の
中
で
お
寺
を
公
開
し
た
の
は
、

ご
存
じ
の
、
総
研
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
今
岡
達
雄
先
生
が
走
り
か
と
思

い
ま
す
。
週
刊
誌
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
、
当
時
は
本
当
に
目
新

し
く
て
、「
お
寺
が
ネ
ッ
ト
に
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
で
す
ね
。

　

そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
る
現
代
に
、
お
寺
を
開

放
し
て
何
で
も
質
問
を
受
け
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
一
つ
の
立
場
が

あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
お
寺
は
公
開
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

い
う
、
そ
ん
な
感
じ
が
そ
の
と
き
は
し
ま
し
た
。

　

今
で
も
、
善
照
寺
と
い
う
お
寺
の
ネ
ッ
ト
を
私
は
時
々
引
き
ま
す

が
、
法
然
上
人
の
教
え
が
あ
っ
た
り
、
お
寺
の
紹
介
が
あ
っ
た
り
、

本
当
に
参
考
に
な
る
こ
と
ば
か
り
で
す
の
で
、
是
非
、
我
孫
子
さ
ん

も
善
照
寺
の
ネ
ッ
ト
を
一
回
引
っ
張
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
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す
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
一
番
わ
か
り
や
す
い
の
は
、、
亡
く
な
っ
た
と

き
に
は
必
ず
連
絡
く
だ
さ
い
と
い
う
の
が
、
お
檀
家
に
対
す
る
私
の

思
い
な
ん
で
す
ね
。
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は

困
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
な
る
だ
け
早
く
、
葬
儀
屋
さ
ん
よ
り
も

亡
く
な
っ
た
途
端
に
病
院
か
ら
、
家
だ
っ
た
ら
家
で
も
い
い
し
、
と

も
か
く
お
寺
に
電
話
く
だ
さ
い
と
い
う
の
が
、
こ
れ
が
住
職
の
務
め

で
あ
り
、
ま
た
、
檀
家
さ
ん
と
の
つ
な
が
り
だ
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、「
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
、
大
丈
夫
か
い
…
」
と
い
う

坊
さ
ん
の
声
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
が
一
番
大
事
な
こ
と
な
の

で
す
。
自
坊
に
い
る
と
き
は
何
時
で
も
、
本
尊
さ
ん
の
前
に
お
線
香

を
あ
げ
、
そ
の
方
の
お
顔
を
思
い
出
し
な
が
ら
お
十
念
を
す
る
。
眠

い
と
き
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
私
の
教
わ
っ
た
、
ま
ず
住
職
と
し

て
の
務
め
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

と
き
に
は
そ
の
連
絡
が
苦
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
随
分
か
か
っ

て
く
る
な
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
最
近
は
少
な
く
な
り
ま

し
た
。
お
檀
家
数
が
そ
ん
な
に
多
く
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
数
え
る

だ
け
の
電
話
で
あ
り
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
か
か
っ
て
く

る
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
私
が
一
つ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
よ

か
っ
た
な
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

千
葉
教
区
は
全
寺
院
が
、
１
４
４
カ
寺
あ
り
ま
し
て
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
写
真
入
り
で
お
寺
の
歴
史
が
、
そ
し
て
、
住
職
の
名
前
、
住

所
、
そ
れ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
行
事
を
紹
介
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
千
葉
教
区
が
一
番
初
め
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
お
寺
で
は
毎
月
17
日
の
10
時
か
ら
会
館
の
ほ
う
で
写
経
を
や

っ
て
お
り
ま
す
。
本
堂
で
は
２
時
か
ら
観
音
構
と
い
っ
て
、
観
音
さ

ま
の
前
で
の
ご
祈
願
と
、
住
職
の
法
話
、
そ
の
あ
と
に
百
万
遍
の
お

数
珠
繰
り
を
し
て
い
ま
す
。

　

あ
る
と
き
、
一
人
の
青
年
が
境
内
で
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
も
の
で

す
か
ら
、

　
「
何
か
御
用
で
す
か
」

と
声
を
か
け
た
ら
、「
き
ょ
う
写
経
で
き
ま
す
か
」

と
言
う
ん
で
す
ね
。

　
「
え
っ
、
写
経
は
あ
り
ま
す
が
、
ど
な
た
さ
ん
で
す
か
、
ど
な
た

の
紹
介
で
し
ょ
う
か
と
」

言
っ
た
ら
、

　
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
探
し
た
ら
、
17
日
の
日
曜
日
に
写
経
を
や

っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
こ
こ
し
か
な
か
っ
た
か
ら
」

と
言
う
ん
で
す
。
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
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で
も
、
本
人
に
と
っ
て
は
、
写
経
を
始
め
る
た
め
に
ネ
ッ
ト
を
引

い
て
み
た
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
を
引
き
な
が
ら
、
17
日
の
日
曜

日
で
空
い
て
る
時
間
に
あ
っ
た
の
は
う
ち
の
お
寺
だ
け
だ
っ
た
ん
で

す
。
こ
れ
は
大
変
な
驚
き
で
、
何
だ
か
不
思
議
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

し
た
。

　

そ
れ
か
ら
３
年
間
、
そ
の
男
の
人
は
毎
月
17
日
が
土
曜
日
か
日
曜

日
で
、
会
社
が
お
休
み
の
日
に
は
必
ず
来
て
、
し
ま
い
に
は
写
経
が

終
わ
る
と
家
内
と
一
緒
に
後
片
づ
け
し
た
り
、
お
寺
の
行
事
の
時
に

も
お
手
伝
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
青
年
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か

な
と
言
っ
た
ら
、
国
立
な
ん
で
す
よ
。

　

私
の
と
こ
ろ
が
木
更
津
で
す
。
東
京
に
も
い
ろ
ん
な
お
寺
が
あ
っ

て
、
い
ろ
ん
な
宗
派
が
あ
る
は
ず
で
す
が
、
こ
れ
は
も
の
す
ご
い
確

率
だ
な
と
思
っ
て
喜
ん
で
、

　
「
あ
な
た
と
私
は
ネ
ッ
ト
の
縁
だ
ね
」

と
い
う
こ
と
で
今
で
も
お
つ
き
合
い
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
家
内
共
ど
も
ネ
ッ
ト
の
持
つ
力
と
い
う
の
は
、

す
ご
い
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
ね
。

　

し
か
し
、
私
が
ま
だ
で
き
て
な
い
こ
と
は
仏
事
相
談
や
悩
み
事
を

全
部
受
け
入
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
に
は
、
踏
み
込
め
て
い
ま
せ

ん
。
唯
一
、
檀
家
さ
ん
に
対
し
て
は
、
ま
た
、
近
隣
の
信
徒
さ
ん
に

対
し
て
は
そ
う
い
う
こ
と
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
、
ど
う

対
処
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
と
困
る
な
と
思
っ
て
、
ま
だ
踏

み
込
め
な
い
部
分
で
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
お
寺
を
公
開
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
ネ
ッ
ト
に
ゆ
だ

ね
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
最
後
ま
で
責
任
を
持
っ
て
、
そ
の
方

の
質
問
に
答
え
続
け
て
い
く
だ
け
の
力
量
が
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、

私
に
は
ま
だ
一
歩
踏
み
込
め
な
い
分
野
で
す
。
難
し
い
話
で
す
が
、

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
参
考
に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
修
練
道
場
の
大
西
秀
雄
さ
ん
か
ら
２
、
３
の
ご
質
問

を
頂
い
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
の
一
つ
を
佐
藤
先
生
に
お
願
い

し
ま
す
。
寺
に
生
ま
れ
た
住
職
の
息
子
と
い
う
理
由
の
み
で
僧
侶
に

す
る
の
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

　

佐
藤　

こ
れ
は
、
ど
な
た
で
も
抱
え
て
い
る
問
題
で
、
私
も
実
は

田
舎
の
小
さ
な
お
寺
に
生
ま
れ
た
次
男
坊
で
す
。
こ
い
つ
は
お
寺
に

置
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と
思
っ
た
の
か
、
近
隣
の
小
さ
な
酒
屋
を

営
む
と
こ
ろ
に
養
子
に
出
さ
れ
ま
し
た
。
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出
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
好
き
好
ん
で
行
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
姉
が
い
て
、
兄
が
い
る
ん
で
す
が
、
兄
が
坊
さ

ん
に
な
っ
た
か
と
い
っ
た
ら
、
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

理
由
は
、
お
寺
が
怖
い
か
ら
。
兄
貴
に
怒
ら
れ
る
の
も
覚
悟
で
言

い
ま
す
が
、
夜
に
な
る
と
、

　
「
お
い
、
起
き
ろ
、
お
手
洗
い
に
一
緒
に
行
こ
う
」

と
言
う
ん
で
す
。
田
舎
の
お
寺
で
す
か
ら
、
誰
も
い
な
い
本
堂
で
鐘

が
鳴
っ
た
り
、
よ
く
鳴
る
ん
で
す
よ
、
ま
た
、
ど
う
し
て
鐘
が
鳴
る

の
か
今
だ
に
不
思
議
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
誰
か
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
連
絡
が
入
る
ん
で
す

「
今
朝
お
婆
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
」
と
か
、
そ
れ
が
頻
繁
に
あ
っ
た

も
の
で
す
か
ら
ね
。
ま
た
、
お
骨
を
預
か
る
と
、
骨
箱
の
中
の
お
骨

が
カ
ラ
カ
ラ
鳴
っ
た
り
、
私
な
ん
か
は
小
さ
か
っ
た
か
ら
、
そ
ん
な

経
験
は
余
り
な
か
っ
た
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
当
た
り
前
の
会
話

で
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。

　

今
思
う
と
、
お
ふ
く
ろ
が
悪
か
っ
た
ん
で
す
よ
。「
何
か
あ
っ
た

ら
本
堂
に
連
れ
て
行
く
よ
」
っ
て
、
こ
う
言
う
ん
で
す
。
ま
る
で
本

堂
が
お
っ
か
な
い
と
こ
ろ
み
た
い
な
（
笑
）。
そ
れ
が
ト
ラ
ウ
マ
に

な
り
ま
し
て
、
と
う
と
う
兄
貴
は
、
バ
イ
ク
と
か
機
械
と
か
好
き
な

も
の
で
す
か
ら
、
最
後
は
、
ダ
ン
プ
に
乗
っ
た
り
、
ユ
ン
ボ
を
運
転

し
た
り
し
て
、
青
森
の
市
営
交
通
部
の
バ
ス
の
運
転
手
、
地
方
公
務

員
で
す
ね
。

　

よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
ね
。
お
や
じ
が
お
経
上
げ
て
る
と
き
に
、
う

ち
の
兄
貴
は
鳥
を
撃
っ
て
遊
ん
で
た
。
猟
銃
で
鳥
を
撃
つ
ん
で
す
よ
。

そ
れ
も
山
に
行
っ
た
り
海
に
行
っ
た
り
し
て
ね
。

　
「
お
ま
え
は
な
、
ち
ょ
っ
と
考
え
ろ
、
お
れ
が
お
坊
さ
ん
で
お
経

を
上
げ
て
る
の
に
、
お
ま
え
が
鳥
を
撃
っ
て
ど
う
す
る
ん
だ
」

と
い
う
こ
と
を
、
親
父
が
言
っ
て
い
い
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
親
父

は
言
わ
な
か
っ
た
で
す
ね
。

　

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
か
と
い
う
と
、
お
寺
に
生
ま
れ
た
か
ら

必
ず
お
坊
さ
ん
に
な
る
人
ば
か
り
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
縁
が
あ
る

方
は
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
向
き

不
向
き
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、
嫌
々
や
り
な
が
ら
も
、
喜
び
が
出
て
く
る

ま
で
は
苦
し
い
で
す
よ
。
私
も
酒
屋
に
行
っ
て
、
高
校
の
と
き
に
先

生
に
出
会
っ
て
、

　
「
お
ま
え
は
寺
で
生
ま
れ
た
ん
だ
か
ら
、
坊
さ
ん
に
な
ら
な
い
か
」

っ
て
言
わ
れ
た
の
が
初
め
て
で
す
。
酒
屋
の
跡
取
り
だ
か
ら
、
商
業

高
校
に
行
っ
て
、
そ
こ
そ
こ
の
ス
ー
パ
ー
に
近
い
よ
う
な
店
で
も
や

っ
た
ら
、
養
子
に
行
っ
た
先
の
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
は
喜
ぶ
だ
ろ



─ 89 ─

う
な
、
ぐ
ら
い
に
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
で
す
よ
。

　

と
こ
ろ
が
、
担
任
の
先
生
の
娘
さ
ん
が
交
通
事
故
に
遭
い
ま
し
て
、

瀕
死
と
い
う
か
、
死
ん
だ
と
思
う
ぐ
ら
い
の
交
通
事
故
で
、
先
生
は

そ
の
娘
さ
ん
に
何
も
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
何
も
で

き
な
く
て
、
た
だ
お
ろ
お
ろ
し
て
て
、
そ
し
て
、
死
ん
だ
ら
ど
う
し

よ
う
か
と
思
っ
た
と
き
に
、

　
「
何
か
に
頼
ら
な
き
ゃ
人
間
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
と
き
に
だ

れ
か
に
救
っ
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
」

と
い
う
こ
と
を
、
後
々
だ
ん
だ
ん
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
と
き
に
、
仏
教
と
か
、
親
が
拝
ん
で
い
た
仏
壇
と
か
、
そ
ん

な
も
の
を
先
生
が
思
い
出
し
た
ん
で
す
ね
。

　
「
自
分
が
坊
さ
ん
に
は
こ
れ
か
ら
な
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
お
ま
え

は
縁
が
あ
っ
た
ん
だ
か
ら
坊
さ
ん
に
な
れ
よ
と
」

と
す
す
め
ら
れ
て
、
青
森
ホ
テ
ル
で
コ
ー
ヒ
ー
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ

た
り
、
そ
の
こ
ろ
は
や
り
の
ボ
ウ
リ
ン
グ
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ

た
り
、
ビ
ー
ル
を
一
緒
に
飲
ん
だ
り
し
て
、
お
い
し
か
っ
た
で
す
け

ど
。
悪
い
先
生
で
し
た
よ
。
で
も
、
私
を
坊
さ
ん
に
す
る
た
め
に
懸

命
だ
っ
た
ん
で
す
ね
、
あ
の
先
生
が
ね
。

　

そ
う
い
う
先
生
と
出
会
っ
て
、
私
は
、
坊
さ
ん
に
な
っ
て
み
よ
う

か
な
と
思
っ
て
、
成
績
も
そ
こ
そ
こ
だ
っ
た
の
が
、
高
下
駄
を
履
か

せ
て
い
た
だ
い
て
、
大
正
大
学
に
推
薦
入
学
で
入
っ
た
ん
で
す
。
下

駄
が
あ
っ
た
た
め
に
入
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
嘘
み
た
い
な
話
で
す

が
、
３
．５
が
４
．５
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
か
ら
、
今
考
え
る
と
本

当
に
い
い
校
長
先
生
で
し
た
ね
。（
笑
）。

　

そ
れ
が
ご
縁
で
、
生
ま
れ
た
お
寺
に
小
学
校
５
年
生
ま
で
い
ま
し

た
が
再
び
酒
屋
か
ら
、
先
生
に
出
会
っ
て
坊
さ
ん
を
志
し
て
、
弘
前

貞
昌
寺
の
師
僧
さ
ん
、
親
父
の
兄
弟
子
で
す
が
、
そ
こ
に
弟
子
入
り

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
か
ら
、
何
ひ
と
つ
お
経
も
読
め
な
か
っ

た
自
分
が
ス
タ
ー
ト
す
る
わ
け
で
す
よ
。

　
「
つ
ら
い
け
ど
も
い
い
世
界
だ
ぞ
」

と
言
っ
た
の
が
、
う
ち
の
親
父
で
し
た
。

　
「
つ
ら
い
け
ど
も
、
す
ば
ら
し
い
世
界
で
、
あ
り
が
た
い
世
界
だ

か
ら
。」「
だ
け
ど
、
つ
ら
い
ぞ
」

と
い
う
の
が
先
に
来
ま
し
た
ね
。

　

た
だ
、
や
は
り
縁
が
あ
っ
て
生
ま
れ
た
お
寺
の
跡
を
取
る
か
ど
う

か
は
、
自
分
が
決
め
る
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す

　

と
こ
ろ
が
、
望
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
よ
。
自
分
が
子
供

を
持
っ
て
わ
か
り
ま
し
た
が
、
こ
い
つ
や
っ
て
く
れ
な
き
ゃ
な
っ
て

思
い
ま
す
よ
。
檀
家
さ
ん
も
そ
う
思
い
ま
す
よ
ね
。
小
さ
い
こ
ろ
は

期
待
に
こ
た
え
て
一
所
懸
命
や
る
ん
で
す
よ
、
お
参
り
の
ス
ク
ー
タ
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ー
に
一
緒
に
乗
っ
た
り
、「
こ
ぼ
ん
ち
ゃ
ん
」
と
言
わ
れ
て
、
い
っ

ぱ
い
お
布
施
も
ら
っ
て
、
親
と
す
れ
ば
こ
の
ま
ま
行
け
ば
い
い
な
と

思
っ
て
も
、
そ
う
は
い
か
な
い
で
す
よ
ね
。
中
学
校
あ
た
り
に
な
る

と
、
そ
れ
が
嫌
に
な
る
ん
で
す
。
あ
い
つ
は
寺
の
子
供
だ
と
か
、
葬

式
で
食
っ
て
る
と
か
ね
。

　
「
あ
い
つ
の
、
そ
の
お
か
ず
、
葬
式
に
つ
い
た
お
か
ず
じ
ゃ
な
い

か
」

と
言
わ
れ
て
、
坊
さ
ん
に
な
る
の
を
や
め
よ
う
と
思
っ
た
先
輩
も
い

た
ん
で
す
よ
。

　

寺
で
あ
る
か
ら
い
い
こ
と
、
寺
で
あ
る
か
ら
嫌
な
こ
と
、
お
坊
さ

ん
の
家
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
の
家
で
も
そ
う
で
す
よ
。

マ
イ
ナ
ス
も
あ
れ
ば
プ
ラ
ス
も
あ
り
ま
す
。
受
け
取
り
方
で
自
分
が

坊
さ
ん
に
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
時
点
で
自
分
が

判
断
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
嫌
々
な
っ
た
ら
地

獄
で
す
か
ら
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
正
解
に
な
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

も
う
一
つ
、
結
婚
の
問
題
は
、
結
婚
し
て
よ
か
っ
た
で
す
、
私
は
。

寺
を
２
人
で
守
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
ん
な
す
ば
ら
し
い
こ
と
か
。

私
は
丸
山
博
正
先
生
と
大
南
龍
昇
先
生
の
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
、
自

分
一
人
で
１
年
半
お
寺
を
守
り
ま
し
た
が
、
２
人
で
守
る
と
何
倍
も

の
力
に
な
り
ま
す
ね
。

　

私
は
お
寺
を
守
る
た
め
に
結
婚
を
し
た
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、

も
の
す
ご
く
プ
ラ
ス
に
な
り
ま
し
た
。
生
ま
れ
た
子
供
も
励
み
で
す

し
、
お
檀
家
さ
ん
た
ち
も
す
ご
く
安
心
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

男
の
子
が
生
ま
れ
た
と
き
は
万
歳
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
節
句
の
お

祝
い
に
総
代
さ
ん
と
世
話
人
さ
ん
が
集
ま
っ
て
、
お
色
直
し
ま
で
し

よ
う
と
い
う
話
が
出
た
く
ら
い
で
す
。
木
更
津
は
節
句
の
お
祝
が
盛

大
で
そ
ん
な
こ
と
ま
で
や
る
ん
で
す
よ
。

　

結
論
と
し
て
、
現
在
の
世
襲
制
の
中
で
は
寺
を
守
り
家
庭
生
活
を

営
む
こ
と
は
、
よ
く
も
あ
り
、
悪
く
も
あ
り
、
と
ら
わ
れ
も
し
ま
す

が
、
お
檀
家
さ
ん
に
と
っ
て
の
一
つ
の
希
望
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
コ
メ
ン
ト
し
て
、
長
い
説
明
で
し
た

が
終
わ
り
ま
す
。

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
続
き
ま
し
て
、
清
水
先
生
へ
の
ご
質
問
に
移
り
ま
す
。

教
学
院
の
伊
藤
真
昭
様
よ
り
の
ご
質
問
で
す
。

　

通
夜
に
力
を
注
ぐ
べ
き
と
あ
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
葬
儀
を
中
心

に
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
の
実
践
と
し
て
最
近
し
て
い

る
の
は
、
通
夜
は
身
内
の
み
の
近
し
い
方
々
の
み
で
勤
め
ま
し
ょ
う
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と
勧
め
る
こ
と
で
す
。
引
導
し
て
出
棺
す
る
と
き
の
お
別
れ
に
来
ら

れ
な
い
人
が
通
夜
に
来
る
わ
け
で
す
が
、
そ
ん
な
人
た
ち
の
た
め
に

配
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
親
し
い
人
の
み
で
、
ゆ
っ
く

り
と
最
後
の
夜
を
過
ご
し
て
い
た
だ
き
、
他
人
は
遠
慮
し
て
も
ら
う

の
で
す
。

　

葬
儀
よ
り
仕
事
や
用
事
を
優
先
す
る
人
は
、
そ
れ
だ
け
の
思
い
し

か
な
い
人
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
く
ま
で
葬
儀
の
中
心
は
引
導

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
参
列
し
て

も
ら
う
よ
う
に
工
夫
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
葬
儀
も
ど
ん

ど
ん
寺
で
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。
本
堂
の
仏
様
と
、
葬
儀
社
の
お
名

号
と
ど
ち
ら
が
い
い
か
、
喪
主
さ
ん
に
お
勧
め
し
て
は
ど
う
で
す
か
。

せ
っ
か
く
あ
る
本
堂
を
有
効
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

　

と
い
う
の
が
、
清
水
先
生
へ
の
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

清
水　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
２
点
、
大
き
く
分
か
れ
る
か
と
思
い

ま
す
が
、
前
半
に
つ
い
て
の
ご
質
問
、
お
通
夜
に
力
を
注
ぐ
べ
き
、

時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
詳
し
く
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
あ
く
ま
で
法
式
と
し
て
教
え
る
場
合
は
、
や
は
り
、
こ

こ
で
伊
藤
上
人
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
葬
儀
の
中
核
は
引

導
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

あ
と
は
、
前
後
は
つ
け
足
り
と
い
う
、
言
葉
は
悪
い
で
す
が
、
追

善
回
向
が
つ
い
て
い
る
、
お
葬
儀
の
中
心
は
引
導
、
こ
れ
で
ご
理
解

の
と
お
り
で
間
違
い
な
い
で
す
が
、
通
夜
に
力
を
注
ぐ
と
い
う
の
は
、

こ
れ
は
檀
信
徒
教
化
と
い
う
点
で
、
皆
さ
ん
も
ご
住
職
、
副
住
職
で

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
ら
お
わ
か
り
か
と
思
い
ま
す
が
、
葬
儀
の
と

き
に
時
間
を
取
っ
て
お
話
を
せ
い
と
い
う
と
、
無
理
な
ん
で
す
ね
。

皆
さ
ん
で
お
念
仏
を
申
し
ま
し
ょ
う
と
い
っ
て
別
時
念
仏
を
す
る
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
葬
儀
屋
に
怒
ら
れ
ま
す
か
ら
、
出
棺
の
時
間
、

急
い
で
ま
す
か
ら
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
時
間
的
に
余
裕
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り

お
通
夜
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
法
式
だ
け
で
は
な
し
に
、
布

教
の
立
場
か
ら
も
そ
う
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
あ
る
い
は
、
地
域

性
豊
か
な
と
こ
ろ
へ
行
き
ま
す
と
、
宗
教
民
族
的
、
あ
る
い
は
、
地

方
の
風
習
と
い
う
こ
と
で
、
三
十
三
箇
所
の
ご
詠
歌
を
う
ち
は
や
る

の
や
と
い
う
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
百
万
遍
の
数
珠

繰
り
を
お
通
夜
の
と
き
に
お
棺
を
囲
ん
で
や
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
ご

ざ
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
日
本
全
国
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
し
て
、
近
し

い
人
、
近
親
者
が
寄
っ
て
、
住
職
の
お
話
を
聞
い
て
、
ご
詠
歌
を
唱

え
て
、
数
珠
回
し
を
し
て
、
亡
き
人
の
思
い
出
話
を
語
っ
て
す
る
と
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い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
お
葬
儀
は
時
間
的
な
制
約
も
あ
っ
て
、

物
理
的
に
無
理
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
住
職
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
で
お
手
伝
い
で
き
る
の
は
、
お
勤
め
を
一
生
懸
命
す
る
、
皆
さ
ん

と
一
緒
に
お
念
仏
を
申
す
、
法
話
を
聞
い
て
い
た
だ
く
、
最
低
、
こ

の
３
本
柱
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
お
通
夜
に
力
を
注
ぐ
と
言

っ
た
だ
け
で
、
そ
れ
を
中
心
に
し
な
さ
い
と
言
っ
た
の
で
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
の
で
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
伊
藤
上
人
が
お
っ
し
ゃ
る
、
お
通
夜
に
来
て
い
る
人
、

近
し
い
人
以
外
、
お
葬
儀
に
来
ら
れ
な
い
か
ら
お
通
夜
に
来
て
い
る

人
ま
で
配
慮
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
ご
意
見

が
、
あ
く
ま
で
も
法
式
教
師
会
と
い
う
立
場
で
こ
こ
へ
出
て
お
り
ま

す
の
で
、
法
式
の
先
生
の
立
場
で
物
を
申
し
ま
す
と
、
親
戚
縁
者
以

外
で
も
、
ご
縁
が
あ
っ
て
お
焼
香
に
来
て
お
ら
れ
る
方
、
あ
る
い
は
、

ご
近
所
の
方
、
職
場
の
方
、
学
校
時
代
の
同
僚
、
知
人
、
そ
の
家
の

ご
親
戚
以
外
の
方
で
も
、
ご
縁
が
あ
っ
て
そ
の
時
間
に
お
焼
香
に
来

て
お
ら
れ
る
方
で
あ
れ
ば
、「
か
ね
て
存
者
に
法
雨
を
注
ぐ
も
ま
た

葬
送
の
大
事
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
法
式
の
ほ
う
で
は
申
し
ま
す
。

　

布
教
師
さ
ん
も
そ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
縁
の
あ
る
な
し
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
と
き
、
そ
の
時
間
、
そ
こ
に
お
ら
れ
る
方
に
対
し
て
、

法
を
説
く
と
い
う
の
は
、
教
化
者
と
し
て
当
然
で
は
な
い
か
な
。
存

者
と
い
う
の
は
現
存
者
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
か
ね
て
存
者
に
法
雨

を
注
ぐ
も
ま
た
葬
送
の
大
事
で
あ
る
、
葬
式
、
お
通
夜
と
い
う
ご
縁

で
、
そ
の
と
き
ご
縁
が
あ
っ
て
そ
の
場
に
同
席
し
て
お
ら
れ
た
方
に
、

お
念
仏
の
縁
を
結
ぶ
と
い
う
の
が
大
事
で
は
な
い
か
な
。

　

親
戚
の
人
だ
け
こ
っ
ち
来
て
く
だ
さ
い
、
そ
の
ほ
か
の
お
焼
香
の

人
は
、
近
所
の
人
は
外
へ
出
て
く
だ
さ
い
、
で
は
、
ご
親
戚
の
方
だ

け
に
ご
法
話
を
申
し
上
げ
ま
す
と
い
う
具
合
に
は
い
か
な
い
と
思
う

ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
縁
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た

立
場
で
法
式
で
は
考
え
て
お
り
ま
す
と
い
う
こ
と
を
一
つ
表
明
を
い

た
し
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
葬
儀
よ
り
仕
事
や
用
事
を
優
先
す
る
、
そ
れ
だ
け
の

思
い
し
か
な
い
人
は
し
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
こ
れ

は
私
も
伊
藤
先
生
と
同
意
見
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

弔
電
で
、
何
と
か
県
知
事
、
何
と
か
市
長
、
参
議
院
議
員
、
衆
議

院
議
員
だ
れ
だ
れ
様
、
司
会
が
弔
辞
申
し
上
げ
ま
し
て
、
心
よ
り
お

悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
と
言
い
ま
す
ね
。
あ
ん
な
こ
と
あ
り
得
ま
せ

ん
ね
。
心
よ
り
お
悔
や
み
申
し
上
げ
て
、
ほ
ん
ま
に
世
話
に
な
っ
た

な
と
い
う
人
で
あ
っ
た
ら
、
暑
い
と
き
で
も
、
寒
い
と
き
で
も
お
焼

香
に
行
く
は
ず
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
通
過
儀
礼
で
、
ま
た
、
そ
れ
に
対
し
て
葬
儀
屋
の
司
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会
さ
ん
が
、
ご
丁
寧
に
も
、
発
信
人
様
に
は
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
お
礼
ま
で
言
い
ま
す
よ
ね
。
来
て
る
人
に
は
お
礼
言

わ
ん
と
、
た
だ
２
，０
０
０
円
、
３
，０
０
０
円
の
弔
電
を
送
っ
て
き

た
人
に
深
々
と
お
礼
を
申
し
ま
す
が
、
本
末
転
倒
や
と
思
い
ま
す
が
。

　

そ
れ
は
、
そ
う
い
う
思
い
し
か
な
い
人
は
、
通
過
儀
礼
で
し
よ
う

が
な
い
の
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
あ
く
ま
で
、
今
申
し
ま
し
た
よ

う
に
、
伊
藤
上
人
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
葬
儀
の
中
心
は
や
は
り
、

引
導
が
中
心
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
引
導
が

中
心
で
す
。

　

た
だ
、
引
導
が
中
心
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
、
地
域
性
を
考

慮
し
て
、
風
習
や
ら
習
慣
を
考
慮
し
て
、
通
夜
を
時
間
を
取
っ
て
有

効
に
使
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
２
番
目
か
と
思
い
ま
す
が
、
葬
儀
も
ど
ん
ど
ん
寺
で

す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
、
私
も
そ
う
思
う
ん
で
す
。
長
年
、

お
彼
岸
や
ら
お
盆
に
お
参
り
し
た
自
分
の
菩
提
寺
の
ご
本
尊
の
前
で

送
る
と
い
う
の
が
理
想
や
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

　

と
こ
ろ
が
、
駐
車
場
の
こ
と
、
遠
隔
地
か
ら
来
た
親
戚
を
泊
め
る
、

お
風
呂
入
れ
ん
な
ら
ん
、
布
団
も
あ
る
か
な
い
か
、
３
度
の
飯
は
食

わ
さ
ん
な
ら
ん
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
、
お
寺
で
そ
こ
ま
で
で
き
る
よ

う
な
広
い
お
寺
や
っ
た
ら
よ
ろ
し
い
け
れ
ど
も
、
う
ち
ら
み
た
い
に
、

ご
め
ん
く
だ
さ
い
と
言
っ
た
ら
、
す
ぐ
裏
へ
出
て
し
ま
う
よ
う
な
狭

い
お
寺
や
っ
た
ら
、
駐
車
場
、
車
10
台
、
20
台
と
め
ら
れ
ま
せ
ん
し
、

そ
ん
な
部
屋
数
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
し
、
無
理
な
お
寺
も
あ
る
の
と
違

う
か
な
。
ど
う
し
て
も
そ
の
場
所
場
所
で
、
葬
儀
屋
さ
ん
の
会
館
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
現
在
の
事
情
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
昨
日
来
申
し
上
げ
ま
し
た
、

私
が
育
っ
た
滋
賀
教
区
の
湖
北
の
寺
と
い
う
の
は
、
滋
賀
県
の
彦
根

か
ら
北
、
こ
の
ご
ろ
町
村
合
併
で
全
部
長
浜
市
と
い
う
ふ
う
に
な
っ

た
ん
で
す
が
、
湖
北
の
お
寺
は
真
宗
大
谷
派
が
ほ
と
ん
ど
で
ご
ざ
い

ま
す
。
浄
土
宗
は
少
な
い
で
す
ね
。
彦
根
か
ら
北
は
。
そ
れ
で
も
、

時
宗
の
お
寺
、
浄
土
の
お
寺
、
門
徒
さ
ん
の
お
寺
、
全
部
臨
終
仏
と

い
う
の
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
各
お
寺
。

　

で
す
か
ら
、
葬
式
が
で
き
た
ら
、
祭
壇
は
、
昔
は
お
寺
に
、
金
襴

の
棺
掛
や
ら
、
鶴
亀
の
三
具
足
や
ら
が
あ
っ
て
、
お
寺
へ
皆
飾
り
を

借
り
に
来
て
、
親
戚
が
紙
を
切
っ
て
、
そ
れ
に
お
寺
さ
ん
が
光
明
徧

照
と
か
、
諸
行
無
常
の
偈
を
書
く
の
で
す
が
、
今
ど
う
し
て
い
る
か

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
葬
儀
屋
さ
ん
に
祭
壇
を
頼
ん
で
も
、
お
軸
は
寺

へ
借
り
に
来
る
と
い
う
習
慣
な
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
が
浄
土
の
お
寺
、
時
宗
の
お
寺
や
っ
た
ら
、
三
尊
来
迎
仏
、

門
徒
の
お
寺
や
っ
た
ら
一
尊
、
筋
後
光
の
一
尊
か
、
九
字
名
号
、
十
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字
名
号
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
必
ず
お
寺
か
ら
臨
終
仏
を
、
出
開
帳

と
い
う
形
で
す
が
、
お
借
り
し
て
、
そ
れ
を
祭
壇
に
飾
っ
て
、
自
宅

で
も
会
館
で
も
葬
儀
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

な
る
べ
く
は
理
想
的
に
、
自
分
が
長
年
拝
ん
だ
菩
提
寺
の
ご
本
尊

の
前
で
送
る
と
い
う
の
が
理
想
で
す
が
、
な
か
な
か
そ
れ
が
し
が
た

い
の
で
は
な
い
か
な
。

　

た
ま
た
ま
、
私
の
お
寺
も
、
阪
神
大
震
災
で
こ
て
ん
ぱ
ん
に
や
ら

れ
ま
し
て
、
相
当
傾
き
ま
し
て
、
い
よ
い
よ
手
の
施
し
よ
う
が
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
平
成
13
年
に
壊
し
ま
し
て
、
15
年
に
落
慶
を
い
た

し
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
に
ま
だ
私
ど
も
の
黒
谷
に
は
、
坪
井
御
前
が
お
ら
れ
ま

し
た
。「
本
堂
つ
く
る
ん
や
て
？
」「
先
生
、
つ
く
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
建
て
か
え
な
し
よ
う
が
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。」「
あ
の

な
、
せ
っ
か
く
つ
く
る
ん
や
っ
た
ら
な
、
浄
土
宗
の
お
寺
や
っ
た
ら
、

何
十
年
に
１
回
か
何
百
年
に
１
回
、
お
ま
え
も
中
興
上
人
に
な
る
ん

や
さ
か
い
に
、
浄
土
三
部
経
に
説
い
て
あ
る
と
お
り
の
本
堂
を
建
て

な
さ
い
。」

　
「
建
て
な
さ
い
っ
て
、
御
前
さ
ん
、
何
ぼ
か
く
れ
は
り
ま
す
か
」

と
言
う
た
ん
で
す
が
（
笑
）、
10
万
ぐ
ら
い
は
祝
い
く
れ
は
り
ま
し

た
け
ど
ね
。
10
万
で
は
本
堂
建
ち
ま
せ
ん
と
言
う
た
ん
で
す
が
、
そ

の
追
加
は
い
た
だ
か
ん
ま
ま
に
、
極
楽
浄
土
へ
行
か
は
り
ま
し
た
け

れ
ど
も
。

　

で
す
か
ら
、
青
色
青
光
、
黄
色
黄
光
の
蓮
の
花
を
書
い
て
、
虚
空

諸
天
人
当
雨
珍
妙
華
で
す
か
ら
、
全
部
壁
面
に
天
人
を
飛
ば
し
て
、

お
花
の
供
養
を
仏
さ
ん
に
す
る
と
い
う
散
華
楽
で
す
か
ら
、
全
面
、

格
天
井
の
花
の
絵
入
れ
ま
し
て
ね
、
三
部
経
に
書
い
た
よ
う
に
。
で
、

五
重
相
伝
、
授
戒
の
伝
法
道
場
で
す
か
ら
、
欄
間
は
二
祖
対
面
の
欄

間
、
二
河
白
道
の
欄
間
を
入
れ
ま
し
て
ね
。

　

ま
あ
ま
あ
御
前
さ
ん
の
意
向
に
沿
う
よ
う
に
で
き
た
か
な
と
思
っ

た
ら
、
ち
ゃ
ん
と
「
落
慶
法
要
わ
し
が
見
に
行
く
、
点
検
す
る
」
と

言
う
て
、
落
慶
法
要
の
２
時
間
前
か
ら
来
て
、
逐
一
点
検
し
は
り
ま

し
た
か
ら
ね
（
笑
）。「
高
座
に
獅
子
入
っ
と
る
か
？
」
説
法
獅
子
吼

で
す
か
ら
ね
、
高
座
に
獅
子
は
入
っ
て
な
い
か
ん
の
や
。
全
部
点
検
、

坪
井
猊
下
の
点
検
済
み
の
本
堂
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。

　

た
ま
た
ま
、
落
慶
が
終
わ
っ
て
す
ぐ
、
お
寺
の
向
か
い
の
建
設
委

員
や
っ
た
ん
で
す
が
、
檀
家
総
代
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
落
慶
式
の

と
き
か
ら
具
合
悪
か
っ
た
ん
で
す
が
、
遺
言
で
、
自
分
が
建
設
委
員

で
携
わ
っ
た
お
寺
や
か
ら
、
本
堂
で
葬
式
を
し
て
く
れ
。
本
堂
が
建

っ
て
初
め
て
、
う
ち
の
寺
で
葬
式
を
し
た
ん
で
す
。

　

そ
の
と
き
に
や
は
り
、
葬
儀
屋
、
黒
白
の
幕
持
っ
て
き
て
ね
、
や
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り
か
け
た
ん
で
す
が
、「
ご
住
職
、
こ
の
お
寺
の
本
堂
あ
り
が
た
過

ぎ
て
、
幕
張
れ
ま
せ
ん
、
釘
打
て
ま
せ
ん
」
っ
て
言
い
よ
る
ん
で
す

ね
。
一
遍
花
だ
け
で
飾
っ
て
み
て
、
思
う
よ
う
に
飾
っ
て
み
と
言
う

て
、
内
陣
飾
り
で
す
が
、
さ
せ
て
み
た
ら
、
や
は
り
周
り
の
荘
厳
、

銀
の
屏
風
で
位
牌
壇
や
ら
は
隠
し
ま
し
た
が
、
極
楽
浄
土
の
蓮
の
池

に
お
棺
が
浮
い
て
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
飾
り
つ
け
に
な
っ
た
ん
で

す
。
二
十
五
菩
薩
の
来
迎
図
や
ら
あ
り
ま
す
し
ね
、
仏
さ
ん
に
囲
ま

れ
て
お
棺
が
あ
る
よ
う
な
本
堂
の
し
つ
ら
え
に
な
っ
た
ん
で
す
。
こ

れ
は
あ
り
が
た
い
な
、
私
が
死
ん
だ
と
き
も
こ
う
や
っ
て
な
と
遺
言

で
残
し
て
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

　

で
す
か
ら
、
確
か
に
、
便
宜
上
、
葬
儀
屋
さ
ん
の
会
館
と
い
う
の

も
い
た
し
方
な
い
で
す
が
、
や
は
り
本
堂
と
い
う
の
は
一
番
あ
り
が

た
い
こ
と
と
い
う
こ
と
で
、
伊
藤
上
人
の
ご
意
見
、
私
も
そ
の
よ
う

に
思
い
ま
す
。
私
の
死
ん
だ
と
き
も
そ
の
よ
う
に
し
て
く
れ
と
い
う

こ
と
で
、
檀
家
に
は
重
々
言
う
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
、
教
学
院
の
近
藤
辰
巳
さ
ん
よ
り
の
清
水
先
生
へ
の
ご

質
問
で
す
。
清
水
先
生
は
、
養
成
道
場
の
指
導
に
当
た
っ
て
お
い
で

で
す
の
で
、
次
の
よ
う
な
質
問
が
あ
り
ま
す
。

　

行
僧
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
的
な
困
難
を
抱
え
て
い
る
方
も

あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
心
身
に
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を

抱
え
る
方
が
、
浄
土
宗
教
師
を
目
指
し
た
場
合
、
法
式
指
導
者
の
立

場
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
べ
き
か
、
先
生
の
お
考
え
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

清
水　

こ
れ
は
、
も
う
既
に
、
養
成
講
座
の
ほ
う
の
法
式
の
講
師

は
お
り
て
お
り
ま
し
て
、
若
い
人
に
任
せ
て
お
り
ま
す
の
で
、
執
事

長
が
道
場
長
で
、
私
が
副
道
場
長
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
は
来
て
お

る
わ
け
で
す
が
、
確
か
に
、
行
僧
と
し
て
、
足
の
具
合
の
悪
い
方
、

手
の
具
合
の
悪
い
方
、
い
ろ
い
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
、
障
害
を
持

っ
て
来
ら
れ
る
方
が
あ
り
ま
す
。
面
接
の
と
き
に
、
十
分
に
お
師
匠

さ
ん
と
相
談
す
る
ん
で
す
。

　

宗
務
当
局
入
れ
て
相
談
す
る
ん
で
す
が
、
悲
し
い
話
で
す
が
、
大

昔
は
、
我
々
の
師
匠
、
法
式
の
師
匠
で
あ
り
ま
し
た
宍
戸
栄
雄
先
生

が
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
言
う
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
住
職
と
し
て
儀
式

執
行
が
可
能
な
と
い
う
こ
と
が
、
昔
は
、
儀
式
執
行
が
難
な
く
で
き

る
と
い
う
こ
と
が
加
行
ま
で
に
は
望
ま
れ
る
の
や
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。
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と
こ
ろ
が
、
戦
争
で
片
足
を
失
っ
た
私
の
知
人
、
も
う
亡
く
な
り

ま
し
た
が
、
東
京
教
区
に
松
葉
杖
で
片
足
で
な
さ
っ
た
方
も
実
際
お

ら
れ
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
住
職
し
て
て
、
途
中
で
事
故
に
遭
っ
て
、
車
い
す
に

乗
っ
て
い
る
方
も
ご
ざ
い
ま
す
。
不
幸
に
も
そ
ん
な
病
気
、
事
故
で
、

途
中
で
障
害
者
に
な
ら
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
障
害
を
持
っ
て
こ
れ
か
ら
教
師
養
成
道
場
に
臨
ま
れ

る
方
、
一
宗
と
し
て
ど
う
す
る
か
。
実
は
こ
れ
、
現
在
進
行
形
で
、

入
行
の
と
き
に
、
道
場
が
耐
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
な
っ
て
る
か
ど
う
か
、
お
風
呂
を
ど
う
す
る
の
か
、
介
護
の
人
を

ど
う
す
る
の
か
、
つ
き
添
い
が
要
り
ま
す
か
ら
。
１
人
で
お
ト
イ
レ

に
入
れ
な
い
人
を
ど
う
す
る
か
。

　

そ
う
す
る
と
、
車
い
す
に
乗
っ
て
い
る
よ
う
な
人
が
、
無
事
に
養

成
道
場
が
終
わ
る
、
加
行
に
行
か
れ
る
、
そ
う
す
る
と
、
つ
き
添
い

つ
き
で
伝
法
道
場
へ
入
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ち
ょ

っ
と
具
合
悪
い
の
違
う
か
。
２
人
で
加
行
を
受
け
て
も
ら
う
と
い
う

わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
し
ね
。

　

い
ろ
い
ろ
な
、
養
成
道
場
は
養
成
道
場
、
伝
法
道
場
は
伝
法
道
場
、

そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
が
あ
っ
て
、
ま
た
、
宗
務
は
宗
務
で
言
い
分
が

あ
っ
て
、
現
在
こ
れ
、
話
し
合
い
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
増
上
寺
さ
ん
も
内
局
が
変
わ
り
ま
し
て
、
今
の

増
上
寺
の
渡
辺
法
務
部
長
あ
た
り
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
か
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
か
ら
考
え
て
、
も
し
も
健
常
者
の
方
と
、
障
害
を
持
っ
た

方
と
別
の
組
分
け
を
し
て
道
場
を
受
け
付
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
ら
、
障
害
の
あ
る
人
は
、
知
恩
院
さ
ん
と
か
、
百
万
遍
さ
ん
と
か
、

黒
谷
さ
ん
は
ち
ょ
っ
と
段
差
が
あ
っ
て
無
理
や
か
ら
、
増
上
寺
し
か

受
け
ら
れ
へ
ん
や
ろ
な
と
い
う
こ
と
を
申
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

現
場
の
声
、
そ
れ
か
ら
、
指
導
員
の
声
、
宗
務
当
局
の
考
え
、
い

ろ
い
ろ
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
現
在
、
話
し
合
い
が
進
ん
で
お

る
、
ｉ
ｎ
ｇ
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
度
、
法
式
の
立
場
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
や
っ
と

『
法
要
集
』
に
は
、
い
す
席
に
よ
る
礼
拝
と
い
う
の
が
今
度
、
平
成

版
の
『
法
要
集
』
か
ら
は
で
き
た
ん
で
す
。
倚
座
に
よ
る
法
要
の
、

上
礼
、
中
礼
、
下
礼
、
や
っ
と
そ
れ
が
載
っ
た
だ
け
で
、
皆
さ
ん
ま

だ
ご
存
じ
な
い
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
す
席
で
極
力
、
あ
る
い

は
、
会
館
の
い
す
に
座
っ
て
、
袈
裟
衣
つ
け
て
礼
拝
す
る
と
き
は
、

上
礼
ど
う
す
る
か
、
中
礼
ど
う
す
る
か
、
下
礼
ど
う
す
る
か
、
皆
載

っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
や
っ
と
載
っ
た
だ
け
で
、
障
害
を
持

っ
た
お
導
師
の
場
合
と
い
う
の
は
載
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
想
定
も
さ
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れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
も
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
障
害
を
お
持
ち
の
方
の
パ
タ

ー
ン
を
考
え
て
、
威
儀
付
き
、
お
導
師
の
威
儀
や
ら
、
皆
の
威
儀
や

ら
、
考
え
て
い
か
ん
と
あ
か
ん
と
思
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
脳
梗
塞
、
う
ち
の
親
も
脳
梗
塞
で
し
た
が
、
脳
梗
塞
起

こ
し
た
ら
、
手
足
し
び
れ
て
合
掌
で
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
片
手
の
合

掌
も
許
さ
ん
と
い
か
ん
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
柄
香
炉
持
て
と
い

う
て
も
、
手
が
震
え
て
持
て
へ
ん
た
ら
、
執
炉
長
跪
で
き
ま
せ
ん
か

ら
ね
、
ど
う
す
る
の
か
。

　

こ
れ
か
ら
法
式
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
問
題
が
山
積
み
か
と
思

い
ま
す
が
、
健
常
者
が
礼
盤
に
座
っ
て
、
上
礼
、
中
礼
、
下
礼
が
で

き
て
、
登
高
座
が
で
き
て
、
と
い
う
よ
う
な
、
普
通
の
法
要
の
Ｄ
Ｖ

Ｄ
化
が
や
っ
と
ぼ
つ
ぼ
つ
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
立
ち
お
く
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
確
か
に
現
状
で
ご
ざ
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
古
い
歴
史
を
ひ
も
と
い
た
ら
、
代
理
制
の
よ
う
な
も
の
、

門
跡
が
お
っ
て
、
脇
住
持
が
い
る
よ
う
な
も
の
。
総
本
山
知
恩
院
か

ら
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
江
戸
時
代
か
ら
、
宮
門
跡
は
お
年

が
若
う
て
も
、
お
十
念
授
け
ら
れ
る
だ
け
で
、
脇
住
持
が
お
る
。

　

あ
る
い
は
、
例
年
の
御
忌
を
見
て
い
た
だ
い
て
も
、
お
導
師
、
猊

下
が
高
齢
や
っ
た
ら
、
か
わ
り
に
唱
導
師
が
読
み
物
を
読
む
よ
う
な
、

二
人
導
師
の
場
合
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
参
考
に
な
る
例
は
い
ろ
い
ろ

あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
浄
土
宗
教
師
を
目
指
す
方
が
障
害
を
お
持

ち
の
場
合
、
そ
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
は
、
宗
務
当
局
と
し
て
も
、

本
山
、
道
場
側
と
し
て
も
、
ま
だ
話
し
合
い
の
段
階
だ
と
い
う
こ
と

で
、
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

も
う
１
つ
、
清
水
先
生
へ
の
ご
質
問
が
来
て
い
る
の
で
す
が
、
所

属
、
氏
名
が
明
記
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
が
、
清
水
先
生
応
答
さ
れ
ま
す
か
。

　

話
題
は
、
通
夜
、
葬
儀
の
と
き
の
衣
帯
に
つ
い
て
。
通
夜
を
第
一

礼
装
に
し
た
ほ
う
が
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
か
と
存
じ
ま
す
が
、
通
夜
の

と
き
と
葬
儀
の
と
き
の
衣
帯
に
つ
い
て
は
、
何
か
し
ら
の
意
味
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
何
で
も
オ
ー
ケ
ー
な
の
で
し
ょ
う

か
。

　

清
水　

原
則
、
お
名
前
が
な
か
っ
た
ら
答
え
な
い
と
い
う
こ
と
で

整
理
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
ほ
か
の
先
生
が
２
～
3
人

の
お
答
え
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
私
も
３
人
の
お

方
に
対
し
て
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
。
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こ
れ
は
、
法
式
教
師
会
か
ら
出
て
お
り
ま
す
が
、
余
り
、
昨
日
も

今
日
も
法
式
の
話
を
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
唯
一
、
法
式
ら
し
い

質
問
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
名
無
し
の
ゴ
ン
ベ
さ
ん
の
質
問
票
に
お

答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
衣
帯
に
つ
い
て
の
質
問
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

い
す
席
、
会
館
が
多
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
私
き
の
う
、

第
二
礼
装
と
言
っ
た
つ
も
り
で
す
が
、
そ
う
い
う
言
葉
自
体
が
も
う
、

既
に
知
っ
て
る
人
は
50
以
上
、
60
、
70
以
上
な
ん
で
す
ね
。
今
の
若

い
人
に
、
第
一
礼
装
、
第
二
礼
装
と
言
っ
て
も
、
何
の
こ
っ
ち
ゃ
、

死
語
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
宗
規
に
も
載
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、

『
法
要
集
』
に
も
そ
ん
な
語
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
通
常
服
、
荘
厳
服

と
し
か
載
っ
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
。

　

こ
こ
に
お
ら
れ
る
方
は
、
大
半
の
方
は
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
か

と
思
い
ま
す
が
、
平
べ
っ
た
い
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
第
一
礼
装
と

い
っ
た
ら
、
水
冠
、
七
条
、
払
子
、
第
二
礼
装
と
い
っ
た
ら
、
誌
公

帽
子
、
大
師
衣
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
背
中
直

し
て
く
れ
る
人
が
な
い
、
ひ
と
り
で
、
独
葬
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
こ
の
ご
ろ
、
大
師
衣
で
お
葬
儀
さ
れ
る
方
も
ふ
え
て
き
た

と
い
う
こ
と
で
、
第
二
礼
装
と
い
う
言
葉
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た

と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
『
法
要
集
』、
宗
規
に
載
っ
て
な
い
も
の
で
、

お
通
夜
は
昔
の
平
成
版
に
な
っ
て
か
ら
の
『
法
要
集
』
に
も
、
黒
衣
、

如
法
衣
を
可
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
通
常
服
が
規
定
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
お
葬
儀
に
関
し
て
は
、
や
は
り
こ
れ
は
、
人
生
の
大

礼
と
い
う
こ
と
で
、
荘
厳
服
と
い
う
規
定
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

れ
だ
け
の
こ
と
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。

　

た
だ
、
き
の
う
申
し
ま
し
た
の
は
、
最
初
に
お
断
り
し
た
よ
う
に
、

目
の
玉
を
お
寺
の
中
か
ら
外
へ
持
ち
出
し
ま
し
て
、
檀
家
の
立
場
で
、

在
家
の
目
線
で
と
い
う
こ
と
を
お
断
り
申
し
上
げ
ま
し
た
の
で
、
人

が
た
く
さ
ん
来
る
の
で
、
荘
厳
服
で
、
家
族
葬
で
２
～
3
人
や
か
ら

如
法
衣
で
い
い
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
檀

家
の
目
線
で
考
え
て
あ
げ
、
晴
れ
を
す
る
よ
う
に
演
出
し
て
あ
げ
る

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

人
数
で
加
減
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
誤
解
を
招
い
た
の
か
も

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
檀
家
の
人
が
大
体
こ
の
ご
ろ
喪
服
で
、
黒
で
親

族
が
座
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
黒
の
衣
来
て
行
っ
た
ら
、
み

ん
な
黒
で
、
お
寺
さ
ん
も
黒
で
、
黒
い
中
へ
、
墨
の
中
へ
カ
ラ
ス
が

一
匹
入
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
、
黒
に
黒
で
は
余
り
目
立
た
へ
ん

の
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、
演
出
と
い
う
こ
と
で
、
茶
衣
、
如
法
衣
、
香
衣
、
如
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法
衣
で
お
通
夜
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、

檀
家
の
目
線
、
祭
壇
は
立
派
や
か
ら
、
そ
の
前
に
座
る
、
和
尚
さ
ん

の
衣
帯
も
、
あ
る
地
方
へ
行
っ
た
ら
、
如
法
に
衣
帯
を
つ
け
て
て
も
、

黒
坊
さ
ん
、
茶
坊
さ
ん
と
言
う
て
、
黒
と
か
茶
着
て
は
っ
た
ら
、
お

布
施
安
く
て
え
え
ん
や
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
こ
と
を
連
想
さ

れ
る
地
域
が
、
関
西
の
田
舎
の
ほ
う
へ
行
っ
た
ら
あ
る
ん
で
す
。

　

略
装
で
も
、
茶
の
衣
に
金
襴
の
大
師
衣
、
略
装
で
す
よ
。
京
都
市

内
と
か
大
阪
市
内
だ
っ
た
ら
、
黒
如
で
鐃
鈸
を
打
つ
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
す
が
、
滋
賀
教
区
の
北
の
ほ
う
へ
行
っ
た
ら
、
略
装
で
も
金

襴
の
大
師
衣
つ
け
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
そ
う
い
う
小
僧
さ
ん
と
い

う
意
味
合
い
で
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
ん
や
と
思
い
ま
す
が
、
そ
ん
な

地
方
も
あ
る
ん
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、
晴
れ
を
す
る
よ
う
に
演
出
し
て
あ
げ
る
と
こ
ろ
が
、

意
味
が
な
く
て
、
人
数
で
、
あ
る
い
は
、
場
所
の
大
き
さ
、
あ
る
い

は
、
広
さ
で
加
減
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
意
味
は
こ
れ

は
、
こ
こ
は
法
式
講
習
会
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
言
い
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
袱
紗
衣
、
あ
る
い
は
、
道
具
衣
、
礼
装
と
し
て
は
つ
け
ま

す
。

　

十
二
ひ
だ
あ
る
も
の
を
つ
け
る
我
々
は
、
十
二
因
縁
を
開
示
し
た

お
釈
迦
さ
ん
の
代
説
と
し
て
そ
こ
に
立
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
た
い
ま

つ
を
持
っ
て
。
八
葉
蓮
華
の
蓮
台
に
載
っ
て
る
お
釈
迦
さ
ん
、
醱
遣

の
釈
迦
と
し
て
、
お
棺
の
前
に
立
っ
と
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、

袱
紗
衣
の
十
二
ひ
だ
、
道
具
衣
の
八
つ
ひ
だ
、
意
味
が
あ
る
も
の
を

着
て
儀
式
を
執
行
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
場
所
の
広
い
と
か
、
人
数
、
会
葬
者
が
多
い
と
か
、
そ
う

い
う
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
き
の
う
時
間
が
な
く
て
そ
こ

ま
で
申
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
詳
し
く
は
、
お
葬
儀
に
関
す
る
法
式

講
習
会
で
申
し
上
げ
ま
す
か
ら
、
衣
帯
に
、
あ
る
い
は
冠
、
お
袈
裟

も
意
味
が
あ
っ
て
つ
け
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
、
ど
な
た
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
名
前
の
な
い
方
、
私
、
き
の
う
言
葉
足
ら
ず
で
失

礼
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
意
味
が
あ
っ
て
つ
け
て
お
り
ま
す
。

意
味
が
な
く
て
つ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

た
だ
そ
こ
で
、
檀
家
さ
ん
の
目
線
で
見
て
、
晴
れ
を
す
る
よ
う
に

演
出
し
て
や
る
。
我
々
、
お
経
、
耳
か
ら
入
り
ま
す
。
お
香
の
に
お

い
も
鼻
か
ら
入
り
ま
す
。
衣
帯
と
か
威
儀
、
作
法
と
い
う
の
は
目
か

ら
入
り
ま
す
。
視
聴
覚
伝
道
と
心
得
ま
す
の
で
、
晴
れ
を
す
る
よ
う

に
演
出
し
て
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
の
思
い
で
、
き
の
う
申
し
上
げ
ま

し
た
が
、
言
葉
足
ら
ず
で
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。

　

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

皆
様
方
も
お
疲
れ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
も
う
し
ば
ら
く
時
間
を
下

さ
い
。
袖
山
先
生
、
５
つ
ほ
ど
質
問
が
来
て
お
り
ま
す
。
簡
潔
に
お

答
え
を
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
朝
岡
知
宏
様
よ
り
の
ご
質
問
で
す
。
浄
土
宗
寺
院
数
の
推

移
と
そ
の
将
来
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
表
に
あ
る
長
期
無
住
職
寺
院
と

短
期
無
住
職
寺
院
の
違
い
、
年
数
は
ど
れ
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
ぞ
れ
対
18
年
比
が
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
ま
ま
減
り
続
け
て
、
無
住
職
寺
院
が
、
住
職
代
務
者
寺
院
と
同

数
く
ら
い
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

以
上
３
点
、
質
問
で
す
。

　

袖
山　

ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
長
期
無
住
職
寺
院
と
短
期
無
住
職
寺
院
の
違
い
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
宗
報
に
出
て
お
り
ま
す
寺
院
統
計
の
た
だ
し
書
き
を
見
ま

す
と
、
長
期
無
住
職
寺
院
と
い
う
の
は
、
３
年
以
上
無
住
職
状
態
で

あ
る
。
短
期
の
場
合
は
３
年
未
満
と
い
う
よ
う
な
、
一
応
そ
う
い
う

く
く
り
が
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
て
、
要
す
る
に
、
無
住
職
寺
院
が
減

少
し
て
お
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
理
由
は
何
か
と
い
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
も
、
こ
れ
は
総
務
局
の
担
当
に
な
る
だ
ろ

う
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
総
務
局
か
ら
お
話
を
聞
い
た
わ
け

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
で
す
の
で
、
私
の
想
像
と
い
い
ま
す
か
、
私

の
理
解
す
る
範
囲
の
中
で
は
、
恐
ら
く
、
統
廃
合
が
進
ん
で
い
る
一

つ
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
、
私
は
解
釈
を
し

て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
長
期
無
住
職
寺
院
が
、
住
職
代
務
者
並
み
に
減
っ
て

い
く
の
か
と
。
今
、
長
期
無
住
職
寺
院
が
１
０
０
カ
寺
ご
ざ
い
ま
す
。

代
務
者
寺
院
が
６
カ
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
ど
ん
ど
ん
１
０

０
と
い
う
数
字
が
も
っ
と
減
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
よ
う
な
ご
質
問

の
意
図
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
無
住
職
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に

解
釈
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

要
は
、
宙
に
浮
い
て
し
ま
っ
た
宗
教
法
人
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す

の
で
、
そ
う
い
っ
た
宗
教
法
人
は
、
あ
る
程
度
、
整
理
と
い
い
ま
す

か
、
代
表
役
員
が
い
な
い
と
い
う
状
態
は
解
消
し
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
ご
関
係
す

る
方
々
、
関
係
各
位
が
相
談
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
針
を
決
め

て
い
く
事
例
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
減
っ
て
い
く
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
私
の
ほ
う
か
ら
は
答
え
ら
れ
る
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だ
け
の
材
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
ふ
う
に
お
答
え
を
し

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
答
え
に
な
ら
ず
、
申
し
わ
け
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

た
だ
、
長
期
無
住
職
寺
院
は
減
る
べ
き
で
あ
る
、
解
消
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
お
答
え
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

藤
本　

次
に
、
大
正
大
学
の
林
田
康
順
様
よ
り
、
貴
重
な
ご
発
表

ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
資
料
５
ペ
ー
ジ
の
４
―
3
、

加
行
成
満
者
数
の
推
移
は
大
変
な
驚
き
で
し
た
。
今
後
、
浄
土
宗
の

教
線
を
維
持
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
困
難
さ
を
目
の
当
た
り
に
し

た
感
が
あ
り
ま
す
。
今
後
、
僧
侶
の
質
の
向
上
と
、
量
の
確
保
の
両

面
を
維
持
し
て
い
く
よ
き
ご
提
言
を
賜
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

袖
山　

林
田
先
生
は
、
大
正
大
学
の
中
で
、
ま
さ
し
く
僧
侶
養
成

と
い
う
そ
の
最
前
線
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

そ
の
ご
苦
労
と
い
う
も
の
と
、
現
状
と
い
う
も
の
は
、
折
に
触
れ
聞

く
機
会
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ご
質
問
の
文
面
以
上
に
、
日
々
重
い
決

意
で
も
っ
て
教
壇
に
立
た
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

僧
侶
の
質
の
向
上
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
こ
そ
も
う
、
林
田
先
生
が

お
考
え
を
い
た
だ
い
て
、
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
ふ
う
に
本
当

に
申
し
上
げ
た
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
た
だ
、
ぱ
っ
と
の
思

い
つ
き
で
恐
縮
な
が
ら
、
僧
侶
養
成
を
一
体
何
歳
か
ら
始
め
れ
ば
い

い
の
か
と
い
う
よ
う
な
議
論
は
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
大
学
入
っ
て
か
ら
始
め
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
高
校
の

と
き
か
ら
予
備
的
に
始
め
て
い
く
の
か
、
中
学
の
と
き
か
ら
も
っ
と

入
門
編
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
く
の
か
、
も
っ
と
小
さ
い

と
き
か
ら
始
め
て
い
く
の
か
。
そ
う
い
っ
た
議
論
が
あ
っ
て
も
い
い

の
か
な
と
い
う
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
僧
侶
資
格
を
取
ら
れ
た
後
の
研
鑽
と
い
う
の
は
、

日
々
皆
さ
ん
で
考
え
て
い
く
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
次
の
、
量
の
確
保
と
い
う
の
は
、
も
う
本
当
に
、
答

え
が
出
な
い
と
い
い
ま
す
か
、
処
方
箋
が
な
い
よ
う
な
話
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
も
思
い
つ
き
で
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
、
ま
た
引
き
合
い

に
出
し
て
恐
縮
で
す
が
、
林
田
先
生
の
よ
う
な
、
本
当
に
浄
土
宗
の

信
仰
を
語
れ
る
、
外
に
向
か
っ
て
語
れ
る
方
が
、
も
っ
と
も
っ
と
世

間
に
露
出
を
し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
、
注
目
を
し
て
い
た
だ
く
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と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

あ
る
い
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
の
で
き
る
僧
侶
を
何
と
か
皆
さ
ん

の
お
力
で
も
っ
て
作
り
上
げ
て
い
っ
て
、
そ
う
い
う
方
が
い
わ
ゆ
る

メ
デ
ィ
ア
に
乗
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
一
つ
必
要
な
方
策
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

林
田
先
生
の
ご
期
待
に
添
え
る
答
え
に
な
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
一
応
そ
ん
な
ふ
う
に
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

修
練
道
場
の
小
澤
様
よ
り
、
意
見
と
い
う
ふ
う
に
お
断
り
に
な
っ

て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
お
い
で
で
す
の
で
、
お
聞
き
く
だ
さ
い
ま

し
て
、
袖
山
先
生
か
ら
何
か
コ
メ
ン
ト
が
あ
れ
ば
お
願
い
し
ま
す
。

　

将
来
の
日
本
の
人
口
が
減
少
す
る
と
お
話
し
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
私
の
こ
の
文
は
質
問
で
は
な
く
、
意
見
に
な
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
が
、
す
み
ま
せ
ん
。
将
来
、
日
本
の
人
口
が
減
る
こ
と
は
目

に
見
え
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
お
寺
の
僧
侶
の
数
も
、
だ
ん
だ
ん
と

お
寺
自
体
も
減
っ
て
い
く
。
仏
教
界
に
待
ち
受
け
て
い
る
の
は
、
こ

の
よ
う
な
結
末
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

確
か
に
仏
教
を
後
世
に
ま
で
伝
え
て
い
く
こ
と
は
大
切
で
す
が
、

将
来
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
な
っ
た
と
き
に
、
だ
れ
が
進
ん
で
僧
侶

に
な
る
の
か
と
思
い
ま
す
。
今
、
我
々
が
、
こ
う
し
ま
し
ょ
う
と
決

め
て
も
、
地
方
の
ご
先
輩
た
ち
が
、
そ
の
方
向
に
変
わ
る
と
も
思
え

ま
せ
ん
。
今
か
ら
浄
土
宗
で
頑
張
っ
て
も
、
50
年
後
、
１
０
０
年
後
、

1
０
０
０
年
後
に
は
、
仏
教
が
続
い
て
い
る
も
の
か
も
疑
問
で
す
。

　

だ
か
ら
、
一
人
一
人
の
個
人
の
能
力
を
上
げ
て
、
自
身
を
守
る
、

自
分
の
周
り
を
守
る
ぐ
ら
い
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
地

方
の
ご
住
職
方
も
こ
の
よ
う
に
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
ら
、

も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
答
え
が
出
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
。
短
く
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

袖
山　

ご
感
想
と
い
う
こ
と
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

前
段
の
と
こ
ろ
は
、
私
も
そ
の
よ
う
な
予
想
を
し
て
お
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
人
一
人
の
個
人
の
能
力
を
上
げ
て
、
自
身
を
守

る
、
自
分
の
周
り
を
守
る
ぐ
ら
い
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
と
い
う
ふ

う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
私
も
先
ほ
ど
、
僧
侶
の
信
頼

感
が
非
常
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
申
し
上
げ

ま
し
た
。
や
は
り
一
人
一
人
が
魅
力
の
あ
る
、
檀
家
さ
ん
か
ら
見
て
、

地
域
の
方
々
か
ら
見
て
、
あ
る
い
は
、
世
間
一
般
か
ら
見
て
、
魅
力

の
あ
る
お
坊
さ
ん
に
な
ろ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
努
力
が
必
要
な
の
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
な
と
。
言
い
回
し
は
違
い
ま
す
が
、
同
じ
よ
う

な
考
え
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
で
す
。

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

浄
総
研
の
名
和
清
隆
様
か
ら
の
、
全
員
の
先
生
の
ご
質
問
と
あ
り

ま
す
が
、
袖
山
先
生
に
代
表
し
て
と
い
う
こ
と
で
お
許
し
く
だ
さ
い
。

　

今
後
の
浄
土
宗
を
考
え
る
と
、
寺
院
の
後
継
者
を
確
保
す
る
こ
と

が
難
し
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
特
に
過
疎
地
域
で
は
、
檀
家
の
減
少

に
伴
う
収
入
減
が
あ
り
、
僧
侶
の
兼
職
、
特
に
公
務
員
や
教
員
な
ど

が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
寺
を
継
ぐ
こ
と
が
非
常
に
魅

力
の
な
い
選
択
肢
と
な
り
、
こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
く
な
る
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
親
の
立
場
と
し
て
も
、
子
供
に
継
げ
と
は
言
え
な

い
と
い
う
状
況
も
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ま

す
か
。
何
ら
か
の
解
決
策
は
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。

　

袖
山　

本
当
に
重
い
質
問
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
、

名
和
先
生
は
、
過
疎
地
に
お
け
る
寺
院
の
研
究
と
い
う
こ
と
で
、
実

際
、
現
地
で
調
査
を
さ
れ
て
お
ら
れ
る
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

た
だ
い
ま
の
質
問
も
本
当
に
、
当
該
の
寺
院
の
方
々
の
思
い
を
代
弁

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

答
え
に
な
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
自
身
は
、
佐
藤
先

生
と
同
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
寺
の
次
男
坊
で
ご
ざ
い
ま
す
。
兄
が

継
い
で
お
り
ま
す
の
で
、
跡
を
取
る
お
寺
と
い
う
も
の
は
も
と
も
と

ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

た
だ
、
小
さ
い
と
き
に
、
自
分
の
実
の
親
の
僧
侶
の
姿
を
見
て
、

非
常
に
こ
の
人
輝
い
て
い
る
な
と
思
っ
た
の
が
、
私
も
お
坊
さ
ん
に

な
ろ
う
か
な
と
思
う
き
っ
か
け
と
い
い
ま
す
か
、
親
の
輝
い
て
い
る

姿
を
見
な
が
ら
、
何
と
な
く
私
も
な
り
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
た

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

答
え
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
継
げ
と
言
え

な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
心
情
と
い
う
の
は
、
本
当
に
私
ど
も
重
く

受
け
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
の
繰
り
返
し
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
人
一
人
魅
力
の
あ
る
僧
侶
に
な
ろ
う
と
い
う
気

持
ち
と
い
う
も
の
が
、
ど
こ
に
お
い
て
も
必
要
な
こ
と
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

解
決
策
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
何
ら
具
体
的
な
解
決
に
は
な
ら

な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
所
感
を
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
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藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
先
ほ
ど
教
学
院
の
伊
藤
真
昭
様
か
ら
の
ご
質
問
が
、
袖
山

先
生
に
も
届
い
て
お
り
ま
す
。
志
を
持
っ
て
僧
侶
に
な
っ
て
も
、
世

襲
に
よ
る
住
職
の
権
利
化
に
よ
っ
て
、
入
れ
る
寺
が
な
く
、
マ
ン
シ

ョ
ン
坊
主
な
ど
と
呼
ば
れ
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
志
の
あ

る
方
が
こ
の
世
界
で
活
動
で
き
る
環
境
を
ど
う
す
れ
ば
で
き
る
で
し

ょ
う
か
。

　

袖
山　

こ
れ
も
な
か
な
か
、
現
実
的
に
ど
の
よ
う
な
解
決
策
と
い

い
ま
し
ょ
う
か
、
具
体
策
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
難
し
い
問
題
で

あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
現
状
の
中
で
は
、
や
は
り
僧
侶
と

し
て
何
が
し
か
得
意
な
分
野
を
、
ま
ず
は
お
持
ち
に
な
る
こ
と
が
必

要
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

法
式
な
ら
ば
法
式
、
布
教
な
ら
ば
布
教
、
あ
る
い
は
、
字
が
上
手

で
あ
る
と
か
、
何
か
し
ら
僧
侶
と
し
て
の
、
こ
う
い
う
言
い
方
は
な

ん
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
を
お
持
ち
に
な
ら
れ
て
、

そ
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
あ
の
人
に
頼
む
の
が
一
番
い
い

よ
、
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
あ
の
人
を
呼
ん
で
チ
ー
ム

に
入
れ
て
一
緒
に
仕
事
が
で
き
る
よ
と
い
う
ふ
う
に
、
ま
ず
は
、
僧

侶
の
世
界
の
中
で
、
お
寺
の
世
界
の
中
で
信
頼
を
得
て
い
く
。

　

そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
い
ろ
い
ろ
な
お
寺
さ
ん
と
か
か
わ
り
が

で
き
て
、
い
ろ
い
ろ
な
お
寺
さ
ん
の
檀
信
徒
と
の
か
か
わ
り
も
出
て

く
る
場
面
も
出
て
く
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
の
と
き
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
お
寺
の
檀
信
徒
さ
ん
か
ら
、
あ
の
人
に
来
て
も
ら
い
た
い
ん
だ
と
、

あ
の
人
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
い
た
い
ん
だ
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
信
頼

関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
、
ま
ず
大
事
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
う
い
う
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
場
と
い
う
も
の
を
や

は
り
、
宗
と
し
て
は
常
に
、
も
ち
ろ
ん
現
在
で
も
ご
用
意
し
て
あ
り

ま
す
が
、
そ
う
い
う
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
場
と
い
う
も
の
を
ぜ
ひ

ご
利
用
し
て
い
た
だ
い
て
、
ま
た
、
今
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う

い
う
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
た
い
の
で
と
い
う
ふ
う
に
ご
提
案
を
い
た

だ
く
と
い
う
の
も
必
要
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
も
答
え
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
ん

な
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
、
袖
山
先
生
に
、
華
頂
短
期
大
学
の
、
野
田
隆
生
様
よ

り
、
宗
教
体
験
を
ふ
や
し
て
い
く
、
五
重
相
伝
、
授
戒
会
、
体
験
修

行
な
ど
、
一
つ
の
事
業
を
行
う
に
は
、
人
的
、
物
的
、
金
銭
的
な
条

件
が
整
わ
な
い
な
ら
現
実
味
を
帯
び
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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主
催
者
が
負
担
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
せ
ん
か
。

　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
私
の
申
し
上
げ
た
か
っ
た
こ
と
は
、
何
か
し
ら
の
き
っ
か

け
で
も
っ
て
仏
教
の
教
え
に
触
れ
て
み
た
い
と
い
う
人
が
い
ら
っ
し

ゃ
ら
れ
て
、
そ
の
人
が
、
個
人
的
に
本
を
読
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
、

ど
な
た
か
お
坊
様
の
と
こ
ろ
を
訪
ね
て
行
っ
て
お
話
を
聞
い
た
り
、

そ
う
い
う
中
で
知
識
が
ふ
え
て
い
く
。
知
識
が
ふ
え
る
と
、
や
は
り
、

私
も
何
か
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
う
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
何
か
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
中
に
、
例
え
ば
、
私
ど
も

で
あ
れ
ば
、
お
念
仏
を
称
え
て
み
た
い
、
禅
宗
で
あ
れ
ば
座
禅
を
組

ん
で
み
た
い
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
実
際
の
実
践
を
し
て
み
た
い

と
い
う
、
そ
う
い
う
よ
う
な
気
持
ち
に
恐
ら
く
変
化
し
て
い
く
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
先
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
何
か
し
ら
の
儀
式
を
受
け
て
み
た

い
と
い
う
の
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
私
た

ち
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
我
々
は
選
択
さ
れ
る
側
に
い

る
わ
け
で
す
。
信
仰
と
し
て
選
択
さ
れ
る
側
に
い
る
。

　

何
が
提
供
で
き
る
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
と
き
に
、
ま
ず
は
き

っ
か
け
と
な
る
入
り
口
を
提
供
し
て
、
そ
れ
か
ら
入
っ
て
も
ら
っ
て
、

知
識
や
教
え
を
提
供
し
て
、
そ
の
後
、
実
践
の
場
を
提
供
し
て
、
そ

の
先
に
、
儀
礼
と
い
う
も
の
で
、
知
識
だ
け
で
は
身
に
つ
か
な
い
神

聖
な
気
分
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
く
。
そ
れ
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を

申
し
上
げ
た
か
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
五
重
、
授
戒
、
確
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
的
、
物
的
、

金
銭
的
な
負
担
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
も
う
確
か
な
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
受
け
た
い
と
い
う
人
が
い
た
な
ら
ば
、
や
は
り
、
万
難

を
排
し
て
、
そ
う
い
う
場
を
提
供
し
て
い
く
の
が
私
た
ち
の
務
め
で

は
な
か
ろ
う
か
と
。
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
ま
す
。

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

同
じ
く
、
野
田
様
よ
り
、
こ
れ
は
佐
藤
先
生
に
お
願
い
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
僧
侶
教
師
養
成
期
間
中
に
、
社
会
実
践
を
踏

ま
え
た
諸
活
動
を
取
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

佐
藤　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
私
は
お
寺
で
生
ま
れ
て
い
な
が
ら
、

途
中
で
一
般
の
家
庭
に
養
子
に
行
っ
た
経
緯
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の

間
い
ろ
い
ろ
と
、
寺
を
外
か
ら
見
る
と
い
う
か
、
父
の
姿
を
、
親
父

の
お
坊
さ
ん
の
姿
を
見
る
こ
と
が
可
能
な
距
離
に
あ
り
ま
し
た
。
あ

る
意
味
で
は
、
兄
貴
は
お
寺
が
怖
く
て
出
ま
し
た
が
、
私
は
出
た
く
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て
出
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
親
に
あ

こ
が
れ
た
時
期
が
あ
り
ま
す
。
か
っ
こ
よ
か
っ
た
で
す
、
や
っ
ぱ
り

ね
。

　

そ
れ
で
、
田
舎
の
小
さ
な
村
で
し
た
の
で
、
お
坊
さ
ん
が
何
人
も

い
な
い
わ
け
で
す
よ
。
特
別
な
姿
に
見
え
た
し
、
親
父
が
特
に
自
信

が
あ
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
本
当
に
や
は
り
、

生
き
て
る
と
い
う
か
、
働
い
て
る
と
い
う
か
、
よ
そ
の
お
父
さ
ん
と

は
違
っ
た
親
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
、
そ
ん
な
見
方
が
あ
っ
て
で
す

ね
。

　

お
寺
が
嫌
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
し
、
大
抵
友
達
と
け
ん
か
す
る

の
は
、
寺
の
子
供
だ
か
ら
と
言
わ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
、

　
「
ち
ょ
っ
と
お
ま
え
向
こ
う
に
来
い
と
い
っ
て
」、

よ
く
喧
嘩
を
や
り
ま
し
た
が
、
何
と
な
く
寺
の
子
供
だ
か
ら
と
い
う

こ
と
を
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

そ
し
て
私
に
と
っ
て
、
お
寺
を
外
側
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
こ
と
は
、
お
坊
さ
ん
に
な
っ
た
経
緯
と
し
て
は
す
ご
く
よ
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　

一
般
の
社
会
生
活
の
中
で
、
お
寺
の
子
供
は
の
ん
び
り
し
て
い
て
、

経
済
的
に
も
恵
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
恵
ま
れ
て
い
な
い

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
大
体
、
お
坊
さ
ん
だ
っ
た
ら

食
べ
て
い
け
る
と
か
、
お
寺
な
ら
食
べ
て
い
け
る
と
か
、
意
外
と
の

ん
び
り
し
た
子
が
多
い
ん
だ
そ
う
で
す
よ
、
周
り
か
ら
見
る
と
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
み
る
と
、
心
当
た
り
が
な
い
わ
け
で
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
坊
さ
ん
も
一
般
の
社
会
の
中
で
、
皆
働
き

な
が
ら
家
庭
を
守
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
も
う

ち
ょ
っ
と
シ
ビ
ア
に
な
っ
て
、
そ
の
中
で
一
緒
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
て
み
て
、
初
め
て
や
は
り
、
喜
び
と

か
、
つ
ら
さ
と
か
、
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
体
験
で
き
る
ん
だ

と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
お
布
施
も
含
め
て
、
そ
こ
の
家
の
お
布
施
の
１
，０

０
０
円
は
、
５
０
０
円
は
、
３
，０
０
０
円
は
、
そ
こ
の
家
に
対
す

る
ど
の
程
度
の
痛
み
が
あ
る
の
か
と
。

　

私
は
初
め
て
住
職
に
な
っ
て
、
１
軒
ず
つ
お
檀
家
さ
ん
を
、
お
彼

岸
と
お
盆
に
回
っ
て
歩
く
ん
で
す
が
、
こ
こ
の
家
の
生
活
は
容
易
じ

ゃ
な
い
な
と
思
い
な
が
ら
、
頂
い
た
お
布
施
は
必
ず
阿
弥
陀
様
に
上

げ
て
、
後
か
ら
記
帳
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
記
帳
を
続
け

て
い
る
う
ち
に
、
お
布
施
の
価
値
観
が
変
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。

　

法
事
を
と
っ
て
も
そ
う
で
す
。
こ
こ
の
お
宅
は
随
分
今
回
無
理
し

た
な
と
い
う
の
が
、
結
構
あ
る
ん
で
す
ね
。
金
銭
感
覚
そ
の
も
の
も
、
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何
か
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
も
ら
い
な
れ
て
、
額
的
に
も
結
構
高
額
な

も
の
で
す
か
ら
、
麻
痺
し
て
い
る
部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

私
は
小
僧
生
活
を
、
東
京
の
お
寺
で
10
年
し
ま
し
た
が
、
そ
の
こ

ろ
は
直
に
お
布
施
を
受
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
生
ま
れ
て
初

め
て
、
そ
こ
の
お
寺
の
住
職
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
一
人
で
法
事

を
勤
め
て
、
そ
こ
の
お
家
の
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
の
法
事
で
し
た

が
、
昔
か
ら
の
建
設
屋
さ
ん
で
、
必
ず
法
事
に
は
俵
の
お
米
を
上
げ

て
、
そ
し
て
法
事
す
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
後
に
、
生
ま
れ
て
初
め
て
、

　
「
こ
の
御
布
施
は
あ
な
た
に
」

っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
と
き
は
、
ま
あ
、

う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
今
ま
で
は
お
寺
の
小
僧
と
し
て
し
か
認
め

て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
加
行
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
あ
な
た

に
っ
て
言
わ
れ
て
初
め
て
い
た
だ
い
た
お
布
施
、
こ
れ
は
も
う
ね
、

部
屋
に
行
っ
て
す
ぐ
開
け
ま
し
た
よ
。

　

そ
れ
で
、
こ
れ
は
使
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
思
っ
た
け
ど
、
や
は
り

使
う
ん
で
す
ね
、
す
ぐ
。
秋
葉
原
へ
行
っ
て
、
今
も
持
っ
て
ま
す
よ
。

セ
イ
コ
ー
の
鉄
道
時
計
と
い
う
ん
で
す
か
、
そ
れ
を
買
っ
て
で
す
ね
、

裏
蓋
を
開
け
て
、
切
手
に
そ
の
と
き
の
日
に
ち
と
名
前
書
い
て
、
ま

だ
持
っ
て
ま
す
よ
。

　

お
布
施
を
受
け
る
と
い
う
意
味
と
い
う
も
の
も
、
や
は
り
外
に
出

て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　

た
だ
、
そ
の
こ
と
も
含
め
て
、
寺
の
生
活
の
中
に
甘
ん
じ
る
だ
け

で
は
な
く
て
、
一
般
の
社
会
で
ど
の
ぐ
ら
い
、
家
庭
の
中
で
苦
労
し

な
い
と
み
ん
な
生
き
て
い
け
な
い
の
か
と
か
。

　

今
、
私
が
住
職
を
し
て
い
る
地
域
は
先
祖
に
対
す
る
思
い
が
深
く

父
母
の
命
日
に
な
る
と
、
朝
明
る
く
な
る
前
か
ら
来
て
、
墓
参
り
し

て
行
き
ま
す
。
そ
れ
も
住
職
が
起
き
る
前
に
で
す
よ
。

　

ひ
ど
い
人
は
、
私
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
、

　
「
住
職
起
き
て
る
か
い
」

っ
て
言
う
人
も
い
る
ん
で
す
。
暗
い
う
ち
か
ら
で
す
。
つ
き
合
っ
て

ら
れ
ま
せ
ん
よ
、
４
時
ぐ
ら
い
か
ら
。「
い
な
い
よ
っ
て
」

言
い
ま
す
、
そ
の
と
き
に
は
（
笑
）。
大
体
、
総
代
と
か
世
話
人
さ

ん
が
多
い
ん
で
す
よ
ね
。
わ
ざ
と
大
き
い
声
で
、

　
「
ま
だ
寝
て
ん
だ
ろ
う
な
」

と
言
い
残
し
て
、
軽
ト
ラ
ッ
ク
で
帰
り
ま
す
。
そ
の
ぐ
ら
い
信
仰
深

い
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。

　

当
然
、
朝
、
鐘
が
鳴
ら
な
い
っ
て
こ
と
は
、
住
職
が
留
守
か
病
気

か
で
す
よ
。
昼
間
ま
で
出
ら
れ
な
い
で
す
よ
、
寝
坊
し
た
と
き
は
。
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だ
れ
か
に
見
つ
か
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
ね
。

　

本
当
に
お
寺
と
い
う
も
の
の
存
在
が
、
鐘
が
鳴
る
か
鳴
ら
な
い
か

だ
け
で
も
近
隣
に
影
響
を
与
え
て
い
る
ん
だ
な
と
い
う
、
そ
ん
な
中

で
、
外
に
出
て
み
て
、
檀
信
徒
の
人
た
ち
の
声
が
生
で
聞
け
る
こ
と

が
あ
れ
ば
、
も
っ
と
も
っ
と
、
将
来
お
坊
さ
ん
と
し
て
生
き
て
い
く

の
に
為
に
な
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
お
答
え
に
な
っ
た

か
ど
う
か
、
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。

　

藤
本　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

各
先
生
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
の
は
、
今
紹
介

し
、
応
答
し
て
い
た
だ
い
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
が
、
今
回
の
テ
ー

マ
に
即
し
ま
し
て
、
大
き
な
質
問
、
ま
た
は
、
感
想
を
お
寄
せ
の
方

が
お
２
人
あ
ら
れ
ま
す
の
で
、
ご
紹
介
だ
け
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

を
お
許
し
く
だ
さ
い
。

　

奈
良
教
区
の
教
学
院
の
横
井
照
典
様
よ
り
、
浄
土
宗
の
８
０
０
年

遠
忌
と
、
真
宗
の
７
５
０
年
遠
忌
で
、
教
団
と
し
て
の
格
差
が
出
た

の
で
は
な
い
か
。
教
団
と
し
て
、
檀
信
徒
に
対
す
る
教
化
、
日
常
の

教
化
の
差
と
、
教
師
の
差
だ
と
思
う
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
ご

指
摘
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
教
師
の
質
の
向
上
、
指

導
の
不
足
と
い
う
こ
と
を
ご
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
葬
儀
、
中
陰
、
年
忌
等
に
は
、
常
日
ご
ろ
か
ら
、

そ
の
意
味
合
い
を
布
教
す
れ
ば
心
配
は
な
い
。
今
ま
で
、
手
抜
き
を

し
て
い
れ
ば
、
佐
藤
先
生
の
話
の
よ
う
に
な
る
こ
と
が
日
常
の
住
職

の
生
活
が
す
べ
て
を
決
す
る
。
ま
た
、
定
期
的
に
五
重
、
授
戒
を
行

う
習
慣
が
あ
れ
ば
、
余
り
心
配
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
私

の
体
験
上
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ご
指
摘
、
ご
感

想
を
述
べ
て
お
い
で
で
す
。

　

そ
し
て
ま
た
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
柴
田
泰
山
様
か
ら
は
、
大

変
大
き
な
問
い
か
け
を
４
点
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
８
０
０
年
大
遠
忌
の
総
括
と
反
省
に
つ
い
て
、
諸
先
生

方
は
い
か
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
と
い
う
ご
質
問
で
す
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
余
り
に
も
大
き
い
し
、
時
間
が
か
か
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
を
私
ど
も
と
し
て
は
感
想
と
し
て
持
っ
て
お
り
ま
す
。

　

浄
土
宗
の
課
題
と
は
、
Ａ
・
社
会
へ
の
対
応
、
Ｂ
・
マ
ン
的
ス
キ

ル
の
向
上
と
い
う
２
点
が
提
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
我
が
宗
の

み
な
ら
ず
、
恐
ら
く
日
本
仏
教
そ
の
も
の
が
直
面
し
て
い
る
危
機
的

状
況
と
も
還
元
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
諸
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
こ
の
21
世
紀
に
お
い
て
、
日
本
仏
教
は
一
体
ど
こ
へ
向
か
っ
て

進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
破
滅
で
し
ょ
う
か
、

あ
る
い
は
、
寺
院
の
統
廃
合
で
し
ょ
う
か
。
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日
本
仏
教
が
ど
ち
ら
へ
向
い
て
い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
話
題
と

い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
大
き
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、

今
の
よ
う
な
ご
紹
介
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

　

３
番
、
近
い
将
来
に
必
ず
生
じ
る
寺
院
の
消
滅
、
統
廃
合
や
、
僧

侶
の
社
会
的
不
必
要
化
な
ど
と
い
う
恐
る
べ
き
現
実
に
対
し
、
日
本

仏
教
は
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
問
い

か
け
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

４
番
目
、
何
ゆ
え
に
、
我
が
宗
、
ひ
い
て
は
日
本
仏
教
は
、
現
代

社
会
か
ら
取
り
残
さ
れ
、
そ
の
存
在
の
必
要
性
ま
で
も
が
危
ぶ
ま
れ

る
と
い
う
状
況
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
ふ

う
に
問
い
か
け
て
お
い
で
で
す
。

　

以
上
の
１
つ
１
つ
の
問
い
か
け
は
非
常
に
大
き
く
、
ま
た
、
大
事

な
問
い
か
け
で
あ
り
ま
す
が
、
今
回
の
私
ど
も
に
お
き
ま
し
て
は
、

余
り
に
も
大
き
く
、
ま
た
、
大
事
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
ご

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
、
そ
れ
を
ど
う
か
皆
さ
ん
方
と
共
有

し
て
い
た
だ
い
て
、
課
題
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

大
変
ご
無
礼
な
扱
い
を
し
て
い
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ま
た
、

皆
様
方
の
ご
質
問
に
精
い
っ
ぱ
い
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
は
お
答
え
く
だ

さ
い
ま
し
た
こ
と
で
容
赦
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
変

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

時
間
的
な
制
約
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
中
で
、
も
う
少
し
時
間
が
与
え

ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
昨
日
の
開
会
式
の
門
主
猊
下
の
ご
垂
示
、

ま
た
、
宗
務
総
長
様
の
ご
挨
拶
、
そ
し
て
、
中
野
正
明
学
長
先
生
の

基
調
講
演
、
そ
し
て
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
２
日
間
と
い
う
全
体

の
流
れ
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一
応
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
で
あ
り
ま
す
の
で
、
大
変
僭
越
で
す
が
、
簡
単
な
ま
と
め
と
い
う

こ
と
を
申
し
述
べ
て
、
そ
れ
を
次
年
度
に
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
そ
し
て
ま
た
、
皆
様
方
と
意
識
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
何
よ
り
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
そ
の
時
間
を

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
い
う
大
役
を
仰
せ
つ
か
っ
た
の
で

す
が
、
羅
針
盤
を
し
っ
か
り
と
操
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
そ

う
い
う
器
で
あ
り
ま
し
て
、
大
変
皆
様
方
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
い

た
し
ま
し
た
。
お
わ
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
大
会
は
、
ま
ず
、
門
主
猊
下
の
ご
垂
示
を
頂
戴
し
ま
し
て
、
そ

の
ご
垂
示
を
中
に
、
明
治
時
代
以
後
の
宗
門
が
、
そ
の
と
き
の
時
代

を
と
ら
え
る
中
で
、
育
英
、
興
学
と
い
う
、
こ
の
こ
と
、
人
材
を
育

て
る
と
い
う
こ
と
、
教
え
を
主
体
的
に
学
び
、
交
流
す
る
と
い
う
こ
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と
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
ご
垂
示
を
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
私
は
拝

領
い
た
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
豊
岡
宗
務
総
長
の
ご
挨
拶
に
お
い
て
も
、
一
宗
の
施
策

の
責
任
の
お
立
場
か
ら
、
こ
の
総
合
学
術
大
会
へ
の
希
望
と
期
待
を

お
話
し
く
だ
さ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
ま
た
、
中
野
正
明
学
長
の
基
調
講
演
に
お
き
ま
し
て
は
、

特
に
印
象
的
に
私
は
受
け
と
め
ま
し
た
。
平
成
18
年
に
改
正
さ
れ
た

教
育
基
本
法
の
宗
教
教
育
の
項
に
見
ら
れ
る
、
宗
教
に
関
す
る
一
般

的
な
教
養
と
社
会
生
活
に
お
け
る
宗
教
の
地
位
の
尊
重
と
い
う
こ
と

を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
家
族
、
家
庭
に
お
い
て
取
り
組

む
べ
き
具
体
的
な
課
題
と
展
望
の
提
起
、
特
に
、
我
が
宗
門
に
お
き

ま
し
て
、
信
者
に
対
す
る
正
確
な
宗
義
等
の
解
説
と
い
う
こ
と
を
強

調
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
知
識
基
盤
社
会
に
お
け
る
指
導

的
役
割
を
僧
侶
に
求
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
僧
侶
養
成
に
つ
い
て
、
予
測
困
難
な
時
代
に
お

い
て
、
生
涯
学
び
続
け
、
主
体
的
に
考
え
る
力
を
育
成
す
る
。
こ
う

い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
と
受
け
と
め
ま
し
た
。

　

実
は
、
こ
の
こ
と
な
ど
は
、
既
に
私
た
ち
が
得
て
お
り
ま
す
本
宗

の
21
世
紀
劈
頭
宣
言
の
実
現
へ
向
け
て
と
い
う
こ
と
と
重
な
り
合
う

と
い
う
ご
指
摘
は
、
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
基
調
講
演
等
を
拝
聴
い
た
し
ま
し
て
、
ま
た
、
２
日

間
、
大
変
ご
尽
力
を
頂
き
ま
し
た
４
人
の
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
が
、

一
層
具
体
的
に
課
題
と
意
見
と
を
ご
発
表
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ご
門
主
猊
下
の
ご
垂
示
、

中
野
学
長
の
基
調
講
演
と
い
う
こ
と
に
リ
ン
ク
し
た
の
で
は
な
い
か

思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
ま
た
、
皆
様
方
の
ご
質
問
を
お
受
け
し
な
が
ら
、
一
歩
で

も
相
互
理
解
を
深
め
て
い
く
時
間
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
の
お
立
場
か
ら
、
自
己
を

語
る
、
自
己
の
経
験
を
語
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
貴
重
な
お
話
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

４
人
の
先
生
方
か
ら
の
ご
意
見
を
整
理
い
た
し
ま
す
と
、
実
は
、

長
谷
川
先
生
か
ら
の
順
序
で
お
話
し
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
袖
山

先
生
が
、
皆
様
方
に
、
今
の
世
、
現
状
と
い
う
こ
と
か
ら
、
将
来
と

い
う
こ
と
に
向
け
て
の
数
字
、
デ
ー
タ
に
よ
る
現
実
を
お
示
し
く
だ

さ
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
得
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
ま
た
、
長
谷
川
先
生
が
、
教
学
の
課
題
と
し
て
提
示
さ
れ

た
こ
と
、
こ
れ
は
実
は
、
浄
土
の
教
え
が
時
機
相
応
と
い
う
こ
と
と
、

万
機
普
益
と
い
う
精
神
を
持
続
し
な
が
ら
、
今
日
、
大
い
に
注
目
さ
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れ
る
と
い
う
点
か
ら
、
社
会
的
実
践
と
し
て
信
の
構
造
と
い
う
こ
と

を
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
、
六
度
満
行
の
布
施
と
浄

仏
国
土
成
就
衆
生
と
い
う
点
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
、
構
築
さ
れ

て
い
こ
う
と
す
る
提
言
で
あ
り
ま
す
。

　

実
は
、
袖
山
先
生
と
長
谷
川
先
生
の
こ
の
ご
指
摘
は
、
一
方
で
は
、

冷
酷
な
ま
で
に
現
実
が
数
字
化
さ
れ
て
、
変
化
す
る
社
会
と
い
う
環

境
を
提
示
さ
れ
、
長
谷
川
先
生
は
、
僧
侶
自
身
が
教
学
実
践
の
主
体

的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
お
二
人
の
視
点
と
い
う
も
の
は
、
ま
ず
、
私
ど
も
に
意
味
あ

る
事
柄
を
提
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
視
点
で
と
ら
え
て
い
き
ま
す
と
、

清
水
先
生
の
ご
発
表
は
、
宗
侶
自
身
が
、
人
材
育
成
と
い
う
側
面
か

ら
の
あ
り
方
、
生
き
方
と
い
う
よ
う
な
視
点
か
ら
の
法
式
の
問
題

等
々
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
佐
藤
先
生
は
、
ご
布
教

の
ご
体
験
か
ら
、
宗
侶
と
し
て
の
内
な
る
、
主
体
的
な
課
題
、
そ
れ

に
即
応
し
て
い
く
の
が
教
化
の
現
場
で
あ
る
と
い
う
観
点
を
指
摘
な

さ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

　

実
は
、
今
、
４
人
の
パ
ネ
ラ
ー
の
経
験
の
ご
意
見
、
ご
指
摘
と
い

う
こ
と
に
関
し
て
言
い
ま
す
と
、
私
ど
も
は
幸
い
な
こ
と
に
、
こ
れ

ら
を
貫
く
規
範
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
指
針
を
21
世
紀
劈
頭
宣
言
に

よ
っ
て
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

先
生
方
の
ご
意
見
の
中
に
、
こ
の
劈
頭
宣
言
を
受
け
と
め
て
い
く

姿
勢
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
側
面
も
あ
っ
た

こ
と
を
我
々
は
大
事
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

私
ど
も
は
、
21
世
紀
と
い
う
社
会
と
人
間
の
現
実
の
中
で
、
そ
の

現
実
に
向
き
合
っ
て
、
そ
れ
は
、
宗
祖
の
み
教
え
を
規
範
と
し
な
が

ら
、「
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し
」
の
、
そ
の
こ
と
に
導
か
れ
な
が

ら
、
そ
し
て
、
繰
り
返
し
て
申
し
上
げ
ま
す
が
、
一
人
一
人
の
主
体

的
な
取
り
組
み
、
自
分
自
身
の
取
り
組
み
を
21
世
紀
劈
頭
宣
言
に
定

め
て
、
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
の
尊
い
役
割
を
実
践
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
お
互
い
に
同
じ
時
代
を
生
き

て
い
る
者
と
し
て
、
共
通
の
意
識
の
中
に
あ
り
た
い
と
い
う
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
４
人
の
先
生
方
が
、
自
己
を
語
る
、

そ
し
て
、
自
己
の
体
験
を
熱
く
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
う
し

た
意
味
で
、
本
大
会
の
テ
ー
マ
は
「
８
０
０
年
大
遠
忌
後
の
浄
土
宗

の
課
題
と
展
望
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
が
、
実
は
、
８
０
０

年
大
遠
忌
以
後
の
私
ど
も
一
人
ひ
と
り
僧
侶
の
課
題
と
い
う
こ
と
で

あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
皆
様
方
お
一
人
お
ひ
と
り
の
こ

と
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
姿
勢
が
、
来
年
度
の
こ
の
学
会
へ
と
つ
な
が
っ
て
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い
く
と
い
う
こ
と
を
心
よ
り
期
待
し
な
が
ら
、
そ
し
て
ま
た
、
こ
こ

に
お
い
で
の
皆
様
方
と
と
も
に
共
通
の
意
識
を
持
つ
浄
土
宗
侶
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
か
ら
お
導
き
頂
き
ま
し
た
。

昨
日
の
開
会
式
に
お
け
る
ご
垂
示
、
そ
し
て
ま
た
、
宗
務
総
長
様
の

ご
挨
拶
、
そ
し
て
、
中
野
先
生
の
基
調
講
演
、
そ
し
て
、
２
日
間
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
意
義
が
大
い
に
発
揮
さ
れ
る
に
違
い
な
い
と
、
こ

の
会
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
と
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
点
で
行
き
届
か
な
い
点
、
さ
ら
に
は
、
不
十
分
な
事

柄
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
の
個
人
的
な
感
情
で
す
が
、

浄
土
宗
僧
侶
で
あ
る
と
い
う
、
お
互
い
に
運
命
共
同
体
の
中
に
あ
る

わ
け
で
す
。
ど
う
か
そ
う
い
う
ご
縁
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
先
ほ
ど

の
ご
質
問
や
、
そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
前
向
き
な
、
主
体
的
な

僧
侶
の
あ
り
方
と
い
う
課
題
の
中
で
、
実
践
し
て
い
く
こ
と
へ
と
、

今
回
の
一
連
の
総
合
学
術
大
会
が
意
味
を
持
つ
こ
と
を
願
い
ま
し
て
、

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
と
し
て
の
拙
な
い
ま
と
め
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

そ
れ
で
は
、
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
、

ご
意
見
そ
し
て
質
問
の
応
答
な
ど
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
改
め
ま
し
て
、
も
う
一
度
御
礼
の
拍
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
拍
手
）
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
ご
一
緒
に
同
称
十
念
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
称
十
念
）

　

司
会　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
藤
本
先
生
、
そ
れ
か
ら
、
４
先
生
、

ど
う
も
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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は
じ
め
に

　

永
観
が
『
往
生
拾
因
』（
以
下
『
拾
因
』）
を
著
し
た
頃
に
は
、
末

法
到
来
や
『
往
生
要
集
』
流
布
な
ど
よ
り
、
浄
土
信
仰
が
民
間
に
も

広
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、
中
国
で
末
法
到
来
時
に
流
行
し
た
弥
勒
菩

薩
の
兜
率
上
生
信
仰
に
つ
い
て
も
『
法
華
験
記
』
を
見
る
と
、
少
な

か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
『
拾
因
』
か
ら
兜
率
天

に
つ
い
て
直
接
的
な
言
及
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
「
弥
勒
」「
兜
率
」
と
い
う
単
語
す
ら
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

弥
勒
菩
薩
に
対
す
る
信
仰
は
法
相
宗
で
特
に
盛
ん
で
あ
り
、
南
都
で

修
学
し
東
大
寺
別
当
も
勤
め
た
永
観
が
弥
勒
信
仰
を
知
ら
な
か
っ
た

は
ず
は
な
く
、
無
関
心
で
あ
っ
た
と
も
考
え
難
い
。
事
実
、『
拾
因
』

に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
『
安
楽
集
』、
迦
才
『
浄
土
論
』、

『
釈
浄
土
群
疑
論
』、『
往
生
要
集
』
な
ど
、
兜
率
・
弥
勒
と
極
楽
・

弥
陀
の
差
異
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
が
多
数
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
永
観
が
『
拾
因
』
を
著
述
す
る
に
あ
た
り
、
弥
勒
信
仰

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
の
か
検
討
を
加
え
て
い
く
こ

と
と
す
る
。『
往
生
要
集
』
の
該
当
箇
所
は
先
行
文
献
の
引
用
が
主

で
あ
る
た
め
今
は
お
き
、
最
も
文
量
の
多
い
『
釈
浄
土
群
疑
論
』

（
以
下
『
群
疑
論
』）
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
『
群
疑
論
』
で
は
極
楽
と
兜
率
の
行
に
つ
い
て
「
十
五
同
八
種
異
」

と
し
て
、
一
本
願
異
、
二
光
明
異
、
三
守
護
異
、
四
舒
舌
異
、
五
衆

聖
異
、
六
滅
罪
異
、
七
重
悪
異
、
八
教
説
異
の
八
を
挙
げ
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
の
『
群
疑
論
』
の
記
述
を
整
理
し
た
上
で
、『
拾
因
』
の

説
示
を
検
証
し
、
弥
勒
信
仰
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

永
観
の
『
往
生
拾
因
』
著
述
に
お
け
る
立
場

─
弥
勒
信
仰
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
─

朝　

岡　

知　

宏
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二　

光
明
異

　

ま
ず
は
「
二
光
明
異
」
よ
り
検
討
す
る
。
該
当
部
分
を
抜
き
出
し

て
み
る
と
、

言
二
光
明
一
者
作
二
兜
率
業
一
慈
氏
神
光
不
二
來
攝
受
一

修
二

西
方
業
一

者
阿
彌
陀
佛
白
毫
毛
孔
圓
光
相
好
光
明
等
一
切

神
光
皆
照
二
念
佛
衆
生
一
攝
取
不
レ
捨

光
照
如
二
晝
日
之
遊
一
无
レ
光
似
二
暗
中
來
往
一
斯
二
異
也１

と
な
る
。
こ
れ
は
『
観
経
』
の
所
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
阿
弥
陀
仏
に

は
あ
る
光
明
摂
取
が
弥
勒
菩
薩
に
は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ

り
、「
阿
弥
陀
仏
に
は
弥
勒
菩
薩
に
は
な
い
光
明
摂
取
と
い
う
徳
が

あ
る
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
、『
拾
因
』
で
は
第

四
因
の
冒
頭２

で
『
観
経
』
の
同
じ
箇
所
を
取
意
引
用
し
て
お
り
、
阿

弥
陀
仏
の
記
述
の
み
見
る
な
ら
ば
そ
の
説
く
と
こ
ろ
に
何
ら
異
な
る

と
こ
ろ
は
な
い
。

三　

守
護
異

言
二
守
護
一
者
兜
率
業
者
慈
氏
菩
薩
不
二
來
守
護
一

西
方
業
者
觀
經
言
无
量
壽
佛
化
身
无
數
與
二

觀
世
音
大
勢
至
一

常
來
二
至
此
行
人
之
所
一

稱
讃
淨
土
經
言
必
爲
下

如
レ

是
住
二

十
方
面
一

十
恒
伽
沙
諸
佛
世

尊
之
所
中
攝
受
上

十
往
生
經
佛
遣
二
二
十
五
菩
薩
一
常
守
二
護
行
人
一
有
レ
護
若
下
多

人
共
遊
不
上
レ
畏
二
強
賊
所
一
レ
逼

无
レ
護
以
下
孤
遊
二
嶮
徑
一
必
爲
中
暴
客
所
上
レ
侵
斯
三
異
也

こ
こ
で
は
『
観
経
』『
称
讃
浄
土
経
』『
十
往
生
経
』
の
所
説
よ
り
、

阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
行
者
は
弥
陀
・
諸
仏
・
諸
菩
薩
が
守
護
す
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。『
拾
因
』
で
は
第
五
因
で
同
じ
箇
所
を
引
用
し
、

聖
衆
護
持
が
あ
る
故
に
往
生
が
可
能
で
あ
る
と
説
く３

。

四　

舒
舌
異

言
二
舒
舌
一
者
上
二
生
兜
率
一
无
二
十
方
諸
佛
舒
舌
證
一

勸
二
西
方
極
樂
一
有
二
十
方
種
覺
舒
舌
證
誠
一
如

兜
率
易
レ
往
淨
土
難
レ
生
十
方
世
尊
何
須
二
證
勸
一
斯
四
異
也

こ
こ
で
は
十
方
諸
仏
の
舒
舌
証
の
有
無
に
つ
い
て
述
べ
る
。『
拾
因
』

で
は
第
一
因
に
て
こ
の
こ
と
に
触
れ
た
後
、
舌
証
の
意
味
に
つ
い
て

も
詳
説
し
て
い
る４

。

五　

衆
聖
異

言
二
衆
聖
一
者
兜
率
之
業
无
レ
有
二
衆
聖
守
護
一

發
願
願
レ

生
二

西
方
一

即
有
三

華
聚
菩
薩
山
海
慧
菩
薩
發
二

弘
誓
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願
一
若
有
下
一
衆
生
生
二
西
方
一
不
上
レ
盡
我
若
先
去
不
レ
取
二
正
覺
一

斯
五
異
也

『
群
疑
論
』
の
該
当
箇
所
は
『
山
海
慧
菩
薩
経
』
等
を
ふ
ま
え
た
も

の
だ
が
、『
拾
因
』
に
は
な
い５

。
し
か
し
、
衆
生
が
極
楽
往
生
す
る

ま
で
聖
衆
が
守
護
す
る
と
い
う
点
で
見
る
な
ら
ば
、
聖
衆
護
持
を
説

く
第
五
因
の
内
容
と
そ
れ
ほ
ど
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

六
滅
罪
異
・
七
重
悪
異

言
二
滅
罪
一
者
上
生
經
言
稱
二
念
彌
勒
一
但
除
二
千
二
百
劫
生
死
之

罪
一

觀
經
言
稱
二
南
无
阿
彌
陀
佛
一
於
二
念
念
中
一
除
二
八
十
億
劫
生
死

之
罪
一
斯
六
異
也

言
二
重
惡
一
者
上
生
經
言
若
善
男
子
善
女
人
犯
二
諸
禁
戒
一
造
二
衆

惡
業
一

觀
經
言
或
有
二
衆
生
一
作
二
不
善
業
五
逆
十
惡
一
具
二
諸
不
善
一

斯
即
造
二
五
逆
罪
一
不
レ
生
二
兜
率
一
然
得
レ
往
二
生
西
方
淨
土
一
斯

七
異
也

六
・
七
で
は
滅
罪
の
多
寡
と
、
造
罪
の
者
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
可
能

か
否
か
を
示
し
て
い
る
。『
拾
因
』
で
は
第
二
因
に
「
衆
罪
消
滅
故
」

と
し
て
述
べ
、
同
箇
所
を
冒
頭６

に
引
用
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
光
明
異
か
ら
七
重
悪
異
ま
で
の
内
容
は
、
兜
率

天
と
の
比
較
で
は
な
く
極
楽
の
特
徴
と
し
て
説
く
と
い
う
違
い
は
あ

る
も
の
の
、
全
て
『
拾
因
』
中
で
言
及
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
本
願
異
・
八
教
説
異

　

最
後
に
一
本
願
異
と
八
教
説
異
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
『
群
疑
論
』
に

は
こ
う
あ
る７

。

言
二
本
願
一
者
往
二
生
兜
率
一
彌
勒
本
无
二
誓
願
一

往
二
生
西
方
一
法
藏
比
丘
發
二
四
十
八
願
一

无
レ
願
若
二
自
浮
度
一
レ
水
有
レ
願
若
二
乘
レ
舟
而
遊
一
斯
一
異
也

（
二
光
明
異
～
七
重
悪
異
）

言
二
教
説
一
者
言
二
兜
率
易
レ
生
西
方
難
一
レ
往
此
乃
凡
夫
之
輩
斟
二

酌
佛
經
一
窮
二
之
聖
典
一
竟
无
二
經
説
一

縱
使
道
窮
二
四
果
一
尚
昧
二
衣
珠
一
位
階
二
十
地
一
猶
昏
二
羅
穀
一
況

凡
夫
學
侶
正
習
未
レ
亡
見
修
兩
惑
何
時
暫
捨

縱
尋
二

聖
教
一

同
二

諸
模
一
レ

象
豈
得
下

依
二

之
楷
定
一

爲
中

司
南
之

語
上
哉

然
无
量
壽
經
自
有
二
誠
教
言
一
横
截
二
五
惡
趣
一
惡
趣
自
然
閉
昇
レ

道
无
二
窮
極
一
易
レ
往
而
无
レ
人

此
即
佛
教
顯
然
斯
八
異
也
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本
願
異
と
は
、
弥
勒
菩
薩
に
は
兜
率
上
生
に
関
す
る
誓
願
は
な
い
が

阿
弥
陀
仏
に
は
極
楽
往
生
の
本
願
が
あ
る
と
い
う
異
な
り
を
い
う
。

教
説
異
と
は
《
兜
率
上
生
は
易
し
く
極
楽
往
生
は
難
し
い
》
と
い
う

説
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
説
は
凡
夫
が
経
典
を
勝
手

に
解
釈
し
た
も
の
で
あ
っ
て
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

　

そ
も
そ
も
極
楽
往
生
が
可
能
で
あ
る
の
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ

る
と
い
う
の
が
前
提
で
あ
る
。
ま
た
『
無
量
寿
経
』
に
易
往
で
あ
る

と
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
に
も
検
討
の
余
地
は
な
い
。
ど

ち
ら
も
『
拾
因
』
で
は
直
接
言
及
を
し
て
い
な
い
が
、
い
ま
仮
に

『
拾
因
』
が
兜
率
に
つ
い
て
一
切
触
れ
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
と

す
れ
ば
、
対
応
箇
所
が
な
く
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
な
お
、
教
説

異
で
引
用
し
て
い
る
の
と
同
じ
箇
所
を
第
六
因
で
引
用８

し
て
い
る
。

ま
た
、
比
喩
で
は
あ
る
が
『
拾
因
』
第
一
因
で
名
号
功
徳
を
説
く
際

に
同
じ
も
の
が
使
わ
れ
て
い
る９

こ
と
も
確
認
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
永
観
は
『
拾
因
』
を
著
述
す
る
際
に
『
群
疑

論
』
八
種
異
の
記
述
を
意
識
し
つ
つ
も
、
あ
え
て
「
兜
率
」「
弥
勒
」

と
い
う
単
語
を
使
わ
な
い
よ
う
意
識
し
て
書
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が

自
然
で
あ
ろ
う
。

八
種
異
と
『
拾
因
』
各
因
と
の
対
比

　

い
ま
、『
群
疑
論
』
八
種
異
と
『
拾
因
』
が
ど
う
対
応
す
る
か
を

図
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
直
接
的
に
言
及
し
て
い
る
も
の
を

実
線
で
、
間
接
的
に
述
べ
て
い
る
も
の
を
破
線
で
示
し
た
。
な
お
、

一
本
願
異
に
関
し
て
は
『
拾
因
』
の
前
提
に
あ
る
も
の
な
の
で
省
略

し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
群
疑
論
』
八
種
異
の
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
記

述
は
『
拾
因
』
の
前
半
部
に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、

　
　
『
群
疑
論
』
八
種
異

　
『
拾
因
』

（
一
本
願
異
）

一
広
大
善
根
故

二
光
明
異

二
衆
罪
消
滅
故

三
守
護
異

三
宿
縁
深
厚
故

四
舒
舌
異

四
光
明
摂
取
故

五
衆
聖
異

五
聖
衆
護
持
故

六
滅
罪
異

六
極
楽
化
主
故

七
重
悪
異

七
三
業
相
応
故

八
教
説
異

八
三
昧
発
得
故

九
法
身
同
体
故

十
随
順
本
願
故
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後
半
は
「
三
昧
発
得
故
」
や
「
法
身
同
体
故
」
な
ど
『
拾
因
』
の
独

自
性
が
強
く
表
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

極
楽
兜
率
優
劣
の
不
採
用

　
『
群
疑
論
』
に
は
兜
率
天
と
極
楽
浄
土
と
の
差
異
に
つ
い
て
「
十

五
同
八
種
異
」
と
は
別
に
十
二
の
優
劣11

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
十
二

と
は
一
主
、
二
処
、
三
眷
属
、
四
寿
命
、
五
内
外
、
六
身
色
、
七
相

好
、
八
五
通
、
九
不
善
、
十
滅
罪
、
十
一
受
楽
、
十
二
受
生
で
あ
り
、

そ
の
内
容
は
先
行
す
る
『
安
楽
集
』11
、
迦
才
『
浄
土
論
』11

等
を
う
け

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
所
説
に
つ
い
て
は
、
先
に
検
討
し
た
八

種
異
と
は
違
い
『
拾
因
』
中
に
ほ
ぼ
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

こ
の
理
由
と
し
て
は
、
永
観
の
三
論
宗
学
侶
と
し
て
の
根
本
的
立

場
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
吉
蔵
は
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』

に
お
い
て
『
観
経
』
と
弥
勒
経
典
に
つ
い
て
、

然
考
二
于
聖
心
一
以
二
息
患
一
爲
レ
主
統
二
教
意
一
以
二
開
道
一
爲
レ
宗

所
以
世
言
千
車
共
レ

轍
萬
馬
同
レ

案
如
來
出
世
亦
復
如
是
欲
レ

使
三
衆
生
同
悟
二
一
道
一
但
根
性
非
レ
一
故
有
二
教
門
殊
致
一
所
以

有
二
此
之
二
經
一
明
二
兩
種
教
化
一
也
無
量
觀
辨
二
十
方
佛
化
一
彌

勒
經
明
二
三
世
佛
化
一

と
述
べ
て
い
る13

よ
う
に
、
教
え
に
優
劣
を
つ
け
な
い
立
場
を
と
っ
て

い
る
。
一
方
、『
群
疑
論
』
十
二
優
劣
と
は
、
ま
さ
に
極
楽
と
兜
率

と
の
優
劣
を
併
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
極
楽
を
鼓
吹
す
る
た
め
に
は

ど
う
し
て
も
兜
率
の
劣
る
面
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
そ
れ
は
先
に
挙
げ
た
吉
蔵
『
観
経
義
疏
』
の
所
説
、
ひ
い
て
は

「
諸
大
乗
経
顕
道
無
異
」
を
掲
げ
る
三
論
宗
の
基
本
的
立
場
と
相
容

れ
な
い
。
故
に
、
兜
率
が
劣
る
面
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
、
極
楽
の

優
れ
た
特
徴
の
み
を
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
極
楽
往
生

を
勧
め
る
理
由
と
し
て
は
序
文
の
冒
頭
に
あ
る
「
夫
出
離
之
正
道
其

行
非
レ

一
西
方
之
要
路
末
代
有
レ

縁
」14

で
あ
り
、
第
三
因
「
宿
縁
深

厚
故
」15

で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
永
観
の
少
し
後
に
出
る
三
論
浄
土

教
の
祖
師
の
一
人
、
珍
海
に
も
同
様
に
見
る
こ
と
が
で
き
る16

。

　

な
お
『
群
疑
論
』
で
は
、
十
二
優
劣
の
後
に
兜
率
信
仰
の
者
と
西

方
行
者
が
互
い
に
誹
謗
し
な
い
よ
う17

に
述
べ
、
読
者
に
判
断
を
委
ね

る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
拾
因
』
で
は
極

楽
の
特
徴
の
み
を
記
し
て
往
生
極
楽
を
勧
め
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
、

『
拾
因
』
を
著
す
る
際
の
対
象
で
あ
っ
た
「
念
仏
宗
」
が
僧
俗
・
年

齢
等
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
永
観
は
三
論
宗
学
侶
で
は
あ
る
が
真
言
僧
と
し
て
の
一
面

も
持
っ
て
お
り
、
当
時
す
で
に
空
海
が
高
野
山
に
て
入
定
留
身
し
て

兜
率
天
に
受
生
し
て
い
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た11

こ
と
を
う
け
、
こ
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と
さ
ら
に
兜
率
天
が
極
楽
浄
土
よ
り
劣
る
と
述
べ
る
に
は
抵
抗
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

小
結

　

永
観
は
、
極
楽
と
対
に
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
弥
勒
菩

薩
の
兜
率
信
仰
に
つ
い
て
、
意
識
を
し
つ
つ
も
あ
え
て
触
れ
な
い
と

い
う
立
場
で
『
拾
因
』
を
著
述
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と

し
て
は
、
大
乗
経
典
に
価
値
の
優
劣
を
見
な
い
三
論
宗
の
基
本
的
立

場
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
際
に
『
群
疑
論
』
の
よ
う
に
極
楽
と

兜
率
の
特
徴
を
併
記
し
て
読
者
に
判
断
を
委
ね
る
と
い
う
こ
と
も
可

能
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
う
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、『
拾

因
』
を
著
し
た
対
象
で
あ
る
念
仏
宗
の
中
に
は
所
化
も
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
説
く
内
容
を
シ
ン
プ
ル
な
も
の
に
し
た
か
ら
だ
と

推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
永
観
に
は
真
言
僧
と
し
て
の
一
面
も
あ
る
こ

と
よ
り
、
空
海
が
受
生
し
て
い
る
兜
率
天
を
極
楽
浄
土
と
の
比
較
優

劣
に
よ
っ
て
論
じ
る
こ
と
は
避
け
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、『
群
疑
論
』
八
種
異
の
内
容
を
踏
ま
え
た
記
述
は
『
拾
因
』

の
前
半
に
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
永
観
の
独
自
性
が
強
く
現
れ
て
い
る

後
半
に
は
一
切
な
い
と
い
う
点
は
、『
拾
因
』
各
因
の
構
成
を
考
え

る
上
で
重
要
と
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

１　
『
浄
全
』
六
・
五
七
b
二　

以
下
「
第
七
重
悪
」
ま
で
連
続
。

２　
『
浄
全
』
一
五
・
三
八
〇
b
三

３　
「
觀
經
云
無
量
壽
佛
化
身
無
數
與
二

觀
世
音
大
勢
至
一

常
來
二

至

此
行
人
之
所
一
」（『
浄
全
』
一
五
・
三
八
二
a
二
）

	

「
稱
讃
淨
土
經
云
善
男
子
善
女
人
得
レ

聞
二

是
經
一

深
生
二

信
解
一

住
二
十
方
面
一
十
恒
伽
沙
諸
佛
之
所
二
攝
受
一
如
レ
説
行
者
一
切
定

生
二

無
量
壽
佛
極
樂
世
界
一
」（『
浄
全
』
一
五
・
三
八
二
a

五
）

	

「
如
二

十
往
生
經
説
一

佛
告
二

山
海
慧
菩
薩
及
以
阿
難
一

若
有
レ

人

如
專
二
念
西
方
阿
彌
陀
佛
一
願
二
往
生
一
者
我
從
レ
今
已
去
常
使
三

二
十
五
菩
薩
影
二
護
行
者
一
常
使
二
是
人
無
病
無
惱
一
不
レ
令
三
惡

鬼
惡
神
惱
二

亂
行
者
一

日
夜
常
得
二

安
穩
一
」（『
浄
全
』
一
五
・

三
八
一
b
二
）

４　
『
浄
全
』
一
五
・
三
七
三
a
一
〇

５　

な
お
、
こ
の
文
か
ら
は
永
観
が
『
往
生
講
式
』
を
撰
述
し
た
際

に
教
化
の
歌
と
し
て
詠
ん
だ
「
み
な
人
を
わ
た
さ
む
と
お
も
ふ

心
こ
そ
極
楽
へ
ゆ
く
し
る
べ
な
り
け
れ
」（『
千
載
和
歌
集
』
巻

十
九
・
釈
教
／
一
二
五
五
）
と
い
う
一
首
が
連
想
さ
れ
る
。

６　
『
浄
全
』
一
五
・
三
七
七
a
一
七
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７　
『
浄
全
』
六
・
五
七
a
一
七

８　
『
浄
全
』
一
五
・
三
八
三
b
五

９　
「
豈
以
二
思
議
心
一
測
二
不
可
思
議
法
一
勿
下
以
二
愚
夫
智
一
疑
中
如
來

境
界
上
道
登
二
四
果
一
尚
忘
二
珠
衣
裏
一
位
高
二
十
地
一
猶
隔
二
月
於

羅
穀
一

況
薄
地
凡
夫
乎
況
底
下
異
生
乎
嗟
呼
哀
哉
疑
下

覆
二

大

千
一

之
誠
言
上

信
二

愚
小
心
之
臆
説
一
」（『
浄
全
』
一
五
・
三
七

四
b
五
）

11　
『
浄
全
』
六
・
五
四
b
三

11　
『
浄
全
』
一
・
六
八
四
a
一
五

11　
『
浄
全
』
六
・
六
六
二
b
一
四

13　
『
浄
全
』
五
・
三
三
〇
b
五

14　
『
浄
全
』
一
五
・
三
七
一
a
三

15　
『
浄
全
』
一
五
・
三
七
九
a
一
〇

16　
「
阿
彌
陀
に
縁
あ
つ
く
は
極
樂
を
願
ふ
べ
し
。
彌
勒
に
契
ふ
か

く
ば
兜
率
を
願
ふ
べ
し
。
心
の
引
か
ん
方
を
縁
あ
り
と
は
知
る

べ
き
か
。
各
思
ひ
得
ん
に
隨
が
へ
。
い
づ
れ
を
も
謗
る
ま
じ
。」

（『
菩
提
心
集
』
／
『
浄
全
』
一
五
・
五
二
八
b
一
七
）

17　
「
雖
二

二
處
勝
劣
其
義
如
一
レ

斯
然
此
二
處
往
生
並
是
佛
經
勸
讃

隨
二
人
所
願
一
依
レ
教
修
行
並
得
二
往
生
一
咸
蒙
二
利
益
一
如
願
志
二

求
兜
率
一
者
勿
レ
毀
二
西
方
行
人
一
願
レ
生
二
西
方
一
者
莫
レ
謗
二
兜
率

之
業
一
各
隨
二
性
欲
一
任
レ
情
修
學
莫
二
相
是
非
一
即
爲
二
佛
法
一
遞

相
非
撥
便
行
二
魔
業
一
也
何
但
不
レ
生
二
勝
處
一
亦
乃
輪
二
轉
三
塗
一

諸
修
學
士
當
二
思
勉
勵
一
也
」（『
浄
全
』
六
・
五
五
b
一
三
）

11　

柗
丸
俊
明
「
真
言
密
教
と
弥
勒
信
仰
」（『
真
言
宗
豊
山
派
総
合

研
究
院
紀
要
』
七P

７
）
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１
．
問
題
の
所
在
と
先
行
研
究

　

こ
れ
ま
で
一
般
的
に
蓮
宗
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
と
、
そ
れ
は
浄

土
教
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
中
国
に
お
い
て
広
義
に
は
、

浄
土
教
信
仰
者
に
よ
る
念
仏
結
社
を
指
す
蓮
社
の
同
義
語
と
し
て
用

い
ら
れ
、
ま
た
日
本
に
お
い
て
も
江
戸
期
以
降
、
蓮
宗
の
語
が
使
用

さ
れ
始
め
、
そ
れ
は
浄
土
宗
を
指
す
場
合
も
あ
り
、
蓮
門
の
同
義
語

と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

　

し
か
し
こ
の
蓮
宗
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

割
と
後
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
管
見
の
限
り
そ
の
初
出
は
元

代
に
編
纂
さ
れ
た
『
廬
山
蓮
宗
宝
鑑
』
に
見
出
さ
れ
る
。『
蓮
宗
宝

鑑
』
で
い
う
蓮
宗
と
は
、
狭
義
で
は
白
蓮
宗
を
指
し
て
お
り
、
広
義

で
は
浄
土
教
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
明
・
清
と
時
代
が
降

り
、
ま
た
日
本
へ
と
蓮
宗
の
語
が
伝
播
し
て
い
く
中
で
、
蓮
宗
の
語

義
か
ら
白
蓮
宗
の
意
が
失
わ
れ
、
主
に
浄
土
教
を
指
す
語
へ
と
変
遷

を
遂
げ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
現
象
は
『
蓮
宗
宝
鑑
』
の

諸
版
本
か
ら
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
古
い
版
本
に
は
白
蓮
宗
と
記
さ

れ
て
い
た
も
の
が
、
後
の
版
本
で
は
蓮
宗
と
訂
正
さ
れ
た
跡
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
諸
版
本
間
に
お
け
る
白
蓮
宗
と
蓮
宗
の
異
同
に
つ
い
て
先
行

研
究
で
は１

、
前
序
や
各
巻
冒
頭
の
署
名
肩
書
き
に
お
い
て
、
も
と
白

蓮
宗
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
蓮
宗
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
蓮
宗
と
改
め
ら
れ
た
明
末
期
は
邪
教
と
し
て

の
白
蓮
教
が
は
び
こ
っ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
白
蓮
の
文
字
を
嫌
い
、

単
に
蓮
宗
ま
た
は
蓮
社
と
称
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
し
て
い
る
。

　

ま
た
印
謙２

は
諸
版
本
間
で
の
異
同
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
ら
れ
な

「
蓮
宗
」
の
語
義
の
変
遷
に
つ
い
て

―
『
廬
山
蓮
宗
宝
鑑
』
に
お
け
る
「
蓮
宗
」
を
中
心
に
―

石　

上　

壽　

應
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い
が
、
白
蓮
宗
と
蓮
宗
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と

し
て
、
二
つ
の
推
論
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
白
蓮
宗
は
蓮
宗
の
一

分
子
で
あ
る
と
す
る
説
、
第
二
に
蓮
宗
は
白
蓮
宗
の
略
称
で
あ
る
と

す
る
説
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
『
廬
山
蓮
宗
宝
鑑
』
の
諸
版
本
間

の
白
蓮
宗
と
蓮
宗
の
異
同
を
確
認
し
た
上
で
、
改
め
て
そ
の
要
因
と

語
義
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

２
．『
蓮
宗
宝
鑑
』
の
版
本
に
つ
い
て

　
『
蓮
宗
宝
鑑
』
は
永
楽
北
蔵
へ
の
入
蔵
を
皮
切
り
と
し
て
、
幅
広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
諸
版
本
間
に
少
な
か
ら
ず
異
同
が
あ

る
。
こ
こ
で
現
在
確
認
で
き
る
大
蔵
経
と
版
本
を
一
覧
に
す
る
と
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

大
蔵
経
名

底
本

年
号

Ａ

永
楽
北
蔵

不
明

万
暦
一
二
年
［1584

］

Ｂ

嘉
興
蔵

永
楽
北
蔵

崇
禎
一
七
年
［1644

］

Ｃ

龍
蔵

嘉
興
蔵
？

乾
隆
三
年
［1738

］

Ｄ

黄
檗
版

和
刻
本
（
正
保
四
年
［1647

］）

天
和
元
年
［1681

］

Ｅ

縮
刷
蔵

嘉
興
蔵

明
治
一
八
年
［1885

］

Ｆ
‐
１

卍
続
蔵

黄
檗
版

大
正
元
年
［1912

］

Ｆ
‐
２

甲
・
嘉
興
蔵

Ｇ
‐
１

大
正
蔵

徳
富
蘇
峰
本
（
宣
徳
四
年
［1429

］）

昭
和
四
年
［1929

］

Ｇ
‐
２

甲
・
増
上
寺
蔵
本
（
崇
禎
一
七
年
［1644

］）

Ｈ
‐
１

中
華
蔵

永
楽
北
蔵

1994

Ｈ
‐
２

甲
・
嘉
興
蔵

Ｈ
‐
３

乙
・
龍
蔵
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そ
こ
で
、
こ
れ
を
大
別
す
れ
ば
二
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
Ａ
永
楽
北
蔵
を
底
本
と
す
る
Ｂ
Ｃ
Ｅ
Ｈ
で
あ
り
、
二
つ
目
は

Ｊ
正
保
本
を
底
本
と
す
る
Ｄ
Ｆ
の
系
統
で
あ
る
。
Ｉ
は
末
尾
に
宣
徳

四
年
の
跋
文
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
こ
の
年
に
『
蓮
宗
宝
鑑
』
が
印
行

さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
宣
徳
四
年
跋
文
は
徳
富
本
に
の
み
残

さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
こ
れ
は
別
系
統
の
も
の
と
み
て
注
意
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
下
、
系
統
が
違
う
と
目
さ
れ
る
Ａ
永
楽
北

蔵
Ｉ
徳
富
本
Ｊ
正
保
本
に
お
け
る
異
同
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

３�

．『
蓮
宗
宝
鑑
』
に
お
け
る
「
白
蓮
宗
」
と
「
蓮
宗
」
の
用
例

　
『
蓮
宗
宝
鑑
』
の
中
で
は
、
白
蓮
宗
、
蓮
宗
、
あ
る
い
は
白
蓮
の

語
の
使
用
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
、
三

本
を
対
校
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
小
笠
原
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
前
序
と
署
名
肩
書
き
部

版
本
名

版
行

年
号

Ｉ

徳
富
蘇
峰
本

末
尾
に
宣
徳
四
年
跋
文
あ
り

宣
徳
四
年
［1429

］

Ｊ

正
保
本

井
上
治
右
衛
門

正
保
四
年
［1647

］

巻

Ａ
永
楽
蔵
（
中
華
蔵
八
〇
）

Ｉ
徳
富
本
（
大
正
蔵
四
七
）

正
保
本
（
丁
数
）

１

序

廬
山
東
林
禪
寺
蓮
宗
善
法
祖
堂
勸
修
淨

業
（
六
四
a
）

廬
山
東
林
禪
寺
蓮
宗
善
法
祖
堂
勸
修
淨

業
（
三
〇
三
a
） 

廬
山
東
林
禪
寺
白
蓮
宗
善
法
祖
堂
勸
修

淨
業
（
巻
初
序
三
オ
）

２

序

迨
今
千
年
謂
之　

蓮
宗
也
。（
六
四
b
）

迨
今
千
年
謂
之
蓮
宗
也
。（
三
〇
三
b
）

な
し

３

序

於
當
時
優
曇
獻
上
皇
寶
鑑
編
復
蓮
宗
之

旨
。（
六
四
c
）

於
當
時
優
曇
獻
皇
上
寶
鑑
編
復
白
蓮
之

教
。（
三
〇
三
b
）

な
し

４

序

因
以
蓮
宗
名
其
社
焉
。（
六
五
c
）

因
以
白
蓮
名
其
社
焉
。（
三
〇
四
a
）

因
以
白
蓮
名
其
社
焉
。（
巻
序
二
ウ
）

５

序

集
白
蓮
懺
開
四
土
圖
。（
六
五
c
）

集
白
蓮
懺
開
四
土
圖
。（
三
〇
四
a
）

集
白
蓮
懺
開
四
土
圖
。（
巻
序
三
オ
）
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巻

Ａ
永
楽
蔵
（
中
華
蔵
八
〇
）

Ｉ
徳
富
本
（
大
正
蔵
四
七
）

正
保
本
（
丁
数
）

６

序

欽
奉
聖
旨
勅
明
蓮
宗
善
法
堂
護
持
教

法
。（
六
六
a
）

欽
奉
聖
旨
賜
白
蓮
宗
善
法
堂
護
持
教

法
。（
三
〇
四
b
）

欽
奉
聖
旨
賜
白
蓮
宗
善
法
堂
護
持
教

法
。（
巻
序
三
ウ
）

７

序

欽
奉
聖
旨
賜
通
慧
大
師
蓮
社
正
宗
（
六

六
a
）

欽
奉
聖
旨
賜
通
慧
大
師
白
蓮
宗
主
（
三

〇
四
b
）

欽
奉
聖
旨
賜
通
慧
大
師
白
蓮
宗
主
（
巻

序
四
オ
）

８

序

廬
山
東
林
禪
寺　

蓮
宗
善
法
堂
主
僧
優

曇
普
度
齋
沐
謹
題
。（
六
六
c
）

廬
山
東
林
禪
寺
白
蓮
宗
善
法
堂
主
僧
優

曇
普
度
齋
沐
謹
題
。（
三
〇
四
c
）

廬
山
東
林
禪
寺
白
蓮
宗
善
法
堂
主
僧
優

曇
普
度
齋
沐
謹
題
。（
巻
序
六
ウ
）

９

二

故
蓮
宗
之
教
以
是
名
焉
。（
七
五
b
）

故
蓮
宗
之
教
以
是
名
焉
。（
三
〇
九
c
）

故
白
蓮
之
教
以
是
名
焉
。（
巻
二
・
二

オ
）

10

二

優
曇
元
是
白
蓮
花
（
八
三
b
）

優
曇
元
是
白
蓮
花
（
三
一
七
a
）

優
曇
元
是
白
蓮
花
（
巻
二
・
三
十
一

ウ
）

11

四

晉
安
帝
義
熙
年
諡
廬
山
尊
者
鴻
臚
大
卿

白
蓮
社
主
（
九
一
b
）

晉
安
帝
義
熙
年
諡
廬
山
尊
者
鴻
臚
大
卿

白
蓮
社
主
（
三
二
一
a
）

晉
安
帝
義
熙
年
諡
廬
山
尊
者
鴻
臚
大
卿

白
蓮
社
主
（
巻
四
・
八
ウ
）

12

四

編
成
蓮
宗
晨
朝
懺
儀
。（
九
八
c
）

編
成
蓮
宗
晨
朝
懺
儀
。（
三
二
六
a
）

編
成
白
蓮
晨
朝
懺
儀
。（
巻
四
・
三
十

三
オ
）

13

四

剏
立
蓮
宗
懺
堂
同
修
淨
業
。（
九
八
c
）

剏
立
蓮
宗
懺
堂
同
修
淨
業
。（
三
二
六

a
）

剏
立
白
蓮
懺
堂
同
修
淨
業
。（
巻
四
・

三
十
三
ウ
）

14

四

述
圓
融
四
土
三
觀
選
佛
圖
開
示
蓮
宗
眼

目
。（
九
八
c
）

述
圓
融
四
土
三
觀
選
佛
圖
開
示
蓮
宗
眼

目
。（
三
二
六
a
）

述
圓
融
四
土
三
觀
選
佛
圖
開
示
蓮
宗
眼

目
。（
巻
四
・
三
十
三
ウ
）

15

五

述
慈
照
蓮
宗
懺
序
云
。（
一
〇
三
a
）

述
慈
照
蓮
宗
懺
序
云
。（
三
二
八
a
）

述
慈
照
白
蓮
懺
序
云
。（
巻
五
・
四
ウ
）
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分
（
１
～
8
）
に
つ
い
て
は
、
徳
富
本
と
正
保
本
で
は
白
蓮
・
白
蓮

宗
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
永
楽
北
蔵
で
は
蓮
宗
・
蓮
社
な
ど
に
置
き

換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
５
で
永
楽
北
蔵
で
も
白
蓮

懺
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
訂
正
ミ
ス
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
13
・
15
で
は
蓮
宗
懺
と
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
確
認
で
き
よ
う
。
ま
た
２
・
8
で
は
蓮
宗
の
前
に
一
字
ス
ペ

ー
ス
が
あ
り
、
明
ら
か
に
白
を
消
し
た
痕
跡
を
確
認
で
き
る
。
こ
れ

は
嘉
興
蔵
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
特
徴
で
あ
る
。

　

続
い
て
本
文
・
跋
文
（
９
～
22
）
で
は
、
前
序
ま
で
の
関
係
と
異

な
り
、
正
保
本
で
白
蓮
・
白
蓮
宗
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
永
楽
北

蔵
と
徳
富
本
で
蓮
宗
な
ど
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

中
14
・
17
・
19
・
21
な
ど
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
正
保
本
に
お
い

て
も
蓮
宗
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
が
、
一
方
永
楽
北
蔵
と

徳
富
本
で
白
蓮
が
用
い
ら
れ
た
10
・
11
は
白
蓮
華
あ
る
い
は
白
蓮
社

と
い
っ
た
術
語
で
の
み
用
い
ら
れ
て
お
り
、
白
蓮
宗
を
連
想
さ
せ
る

も
の
は
す
べ
て
蓮
宗
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

巻

Ａ
永
楽
蔵
（
中
華
蔵
八
〇
）

Ｉ
徳
富
本
（
大
正
蔵
四
七
）

正
保
本
（
丁
数
）

16

六

問
蓮
宗
慈
照
導
師
云
。（
一
〇
九
b
）

問
蓮
宗
慈
照
導
師
云
。（
三
二
二
a
）

問
白
蓮
慈
照
導
師
云
。（
巻
六
・
八
ウ
）

17

六

做
山
歌
唱
失
却
祖
師
正
眼
鈍
置
蓮
宗
教

門
。（
一
一
二
b
）

做
山
歌
唱
失
却
祖
師
正
眼
鈍
置
蓮
宗
教

門
。（
三
二
四
a
）

做
山
歌
唱
失
却
祖
師
正
眼
鈍
置
蓮
宗
教

門
。（
巻
六
・
十
八
ウ
）

18

六

我
蓮
宗
祖
師
。（
一
一
二
c
）

我
蓮
宗
祖
師
。（
三
二
四
b
）

我
白
蓮
祖
師
。（
巻
六
・
二
十
ウ
）

19

十

蓮
宗
則
曰
本
性
彌
陀
。（
一
三
二
a
）

蓮
宗
則
曰
本
性
彌
陀
。（
三
四
四
c
）

蓮
宗
則
曰
本
性
彌
陀
。（
巻
十
・
八
ウ
）

20

十

假
蓮
宗
之
名
行
差
別
之
法
。（
一
三
三

c
）

假
蓮
宗
之
名
行
差
別
之
法
。（
三
四
五

c
）

假
白
蓮
之
名
行
差
別
之
法
。（
巻
十
・

十
四
オ
）

21

十

常
行
異
教
詐
稱
蓮
宗
弟
子
。（
一
三
五

b
）

常
行
異
教
詐
稱
蓮
宗
弟
子
。（
三
四
六

c
）

常
行
異
教
詐
稱
蓮
宗
弟
子
。（
巻
十
・

十
九
ウ
）

22

跋

な
し

蓮
宗　

書
（
三
五
二
b
）

白
蓮
宗　

主　

書
（
巻
十
跋
四
オ
）
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こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
挙
げ
た
三
本
の
中
で
最
も
成
立
が

遅
い
正
保
本
で
白
蓮
宗
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
徳
富
本
で
は

本
文
で
、
永
楽
北
蔵
で
は
『
蓮
宗
宝
鑑
』
全
編
に
わ
た
っ
て
機
械
的

に
蓮
宗
へ
と
改
編
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
版
本
の
成
立
年
代
は
徳
富
本
→

永
楽
北
蔵
→
正
保
本
の
順
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
白
蓮
宗
か
ら
蓮

宗
へ
の
改
編
と
い
う
点
を
考
え
る
と
、
正
保
本
が
最
も
古
い
形
態
を

残
し
て
お
り
、
続
い
て
徳
富
本
→
永
楽
北
蔵
の
順
に
な
る
。
正
保
本

の
み
が
日
本
の
版
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
蓮
宗

へ
の
改
編
以
前
の
原
本
が
徳
富
本
成
立
よ
り
も
さ
ら
に
古
い
時
代
に

日
本
に
渡
来
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
そ
の
可
能
性
の
一

つ
と
し
て
入
元
僧
澄
円
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
伝
記
に
よ
れ
ば
、

澄
円
は
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
入
元
、
嘉
暦
四
年
（
一
三
二
九
）

帰
朝
、
そ
の
間
に
廬
山
東
林
寺
に
て
普
度
に
師
事
し
、
廬
山
流
東
林

絵
図
を
は
じ
め
種
々
の
経
論
と
と
も
に
『
優
曇
宝
鑑
』
を
持
ち
帰
っ

た
と
さ
れ
て
い
る３

。『
優
曇
宝
鑑
』
は
『
蓮
宗
宝
鑑
』
の
別
名
で
あ

り
、
正
保
本
の
表
題
も
『
廬
山
優
曇
宝
鑑
』
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

鑑
み
れ
ば
、
改
編
以
前
の
版
本
が
日
本
に
伝
わ
り
、
正
保
本
の
底
本

と
な
っ
た
と
推
測
し
て
も
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
徳
富
本
で
本
文
に
お
い
て
の
み
改
編
が
見
ら
れ
る
点
に
つ

い
て
は
、
徳
富
本
原
本
を
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
白
蓮
宗
か
ら

蓮
宗
へ
の
改
編
の
上
限
は
宣
徳
四
年
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
可
能

性
を
指
摘
す
る
に
留
め
た
い４

。

４�

．「
白
蓮
宗
」
か
ら
「
蓮
宗
」
へ
の
改
編
の
要
因
と
そ
の
語
義

　

こ
こ
ま
で
は
『
蓮
宗
宝
鑑
』
に
お
い
て
白
蓮
宗
か
ら
蓮
宗
へ
と
改

編
が
行
わ
れ
た
前
提
で
論
を
進
め
て
き
た
が
、
そ
の
証
拠
と
し
て
、

『
蓮
宗
宝
鑑
』
撰
述
意
図
と
と
も
に
、
普
度
が
白
蓮
宗
復
教
を
訴
え

た
「
上
白
蓮
宗
書
」
を
見
て
い
き
た
い
。
詳
細
は
先
行
研
究
に
譲
る

が５

、
普
度
が
『
蓮
宗
宝
鑑
』
を
撰
述
し
た
の
は
、
白
蓮
宗
が
こ
れ
ま

で
の
浄
土
教
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
浄
土
教

の
枠
組
み
の
中
に
あ
る
正
統
的
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ

っ
た
。
白
蓮
の
名
を
借
り
て
宗
教
反
乱
を
起
こ
す
一
派
に
よ
っ
て
、

至
元
一
八
年
（
一
二
八
一
）、
至
大
元
年
（
一
三
〇
八
）
と
次
々
に

白
蓮
宗
が
禁
教
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
浄
土
教
体

系
を
ま
と
め
た
も
の
が
『
蓮
宗
宝
鑑
』
で
あ
り
、
普
度
自
ら
が
禁
教

か
ら
の
復
教
を
上
奏
し
た
も
の
が
「
上
白
蓮
宗
書
」
で
あ
る
。
こ
の

上
奏
文
で
は
白
蓮
宗
の
教
義
実
践
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
十
不
応
と

い
う
偽
白
蓮
宗
の
定
義
を
立
て
正
統
な
白
蓮
宗
と
明
確
な
一
線
を
引

い
た
。
こ
こ
に
自
ら
の
教
団
で
あ
る
白
蓮
宗
と
い
う
名
は
混
同
さ
れ
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や
す
い
名
称
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
白
蓮
宗
の
名
を
突
き
通
し
た

意
志
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
後
宣
務
院
で
の
検
討
の
結
果
、

白
蓮
の
名
を
か
た
る
邪
教
と
は
異
な
る
正
統
の
宗
派
と
し
て
白
蓮
宗

が
公
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
元
刻
本
『
廬
山
復
教
集
』
所
収

「
上
白
蓮
宗
書
」
の
普
度
の
肩
書
き
も
、「
江
州
路
廬
山
東
林
寺
善
法

祖
堂
白
蓮
宗
勸
修
淨
業
臣
僧
普
度６

」
と
な
っ
て
お
り
、
以
上
の
こ
と

か
ら
、
後
代
に
い
た
っ
て
白
蓮
宗
か
ら
蓮
宗
へ
と
改
編
が
行
わ
れ
た

と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宋
・
元
代
か
ら
白
蓮
宗
は
異
端
的
に
見
ら
れ
る
、

あ
る
い
は
邪
教
と
混
同
さ
れ
や
す
い
名
称
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
に

加
え
、
元
末
の
韓
山
童
に
よ
る
白
蓮
教
農
民
反
乱
、
た
び
た
び
の
白

蓮
教
反
乱
の
影
響
か
ら
明
代
に
は
白
蓮
の
名
は
邪
教
の
代
名
詞
と
さ

れ
、
白
蓮
宗
も
邪
教
と
間
違
わ
れ
る
危
険
性
を
多
分
に
孕
ん
で
い
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、『
蓮
宗
宝
鑑
』
が
官
版
で
あ
る
永
楽
北
蔵
に
入

蔵
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
大
蔵
経
編
纂
者
や
朝
廷
の
士
大
夫
が
こ
の
状

況
に
目
を
背
け
る
は
ず
も
な
く
、
白
蓮
の
語
を
機
械
的
に
取
り
払
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
こ
こ
で
改
め
て
、
先
行
研
究
で
挙
げ
ら
れ
て
い
た
白
蓮
宗
と

蓮
宗
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
、
第
一
に
白
蓮
宗
は
蓮
宗

（
浄
土
教
）
の
一
分
子
で
あ
る
と
す
る
説
、
第
二
に
蓮
宗
は
白
蓮
宗

の
略
称
で
あ
る
と
す
る
説
、
つ
ま
り
蓮
宗
が
①
浄
土
教
を
指
す
場
合

②
白
蓮
宗
を
指
す
場
合
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
先
に
挙
げ
た

正
保
本
で
蓮
宗
と
提
示
さ
れ
て
い
た
箇
所
の
分
類
を
試
み
た
が
、
こ

こ
で
は
①
②
に
明
確
な
線
引
き
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る７

。

こ
の
他
に
改
編
が
な
さ
れ
て
い
な
い
元
刻
本
『
廬
山
復
教
集
』・『
廬

山
白
蓮
正
宗
曇
華
集
』
で
の
蓮
宗
の
用
例
も
確
認
し
た
が
、
偈
頌
や

語
呂
の
字
数
合
わ
せ
の
関
係
で
白
蓮
宗
の
意
で
蓮
宗
と
略
称
し
て
記

さ
れ
て
い
る
用
例
も
散
見
す
る
も
の
の８

、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
①
浄
土

教
②
白
蓮
宗
の
ど
ち
ら
か
の
意
と
し
て
と
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の

意
を
兼
ね
合
わ
せ
た
、
白
蓮
宗
を
含
む
浄
土
教
全
般
を
指
す
語
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
代
に
蓮
宗

と
用
い
る
場
合
、
そ
れ
は
主
に
白
蓮
宗
と
そ
の
母
体
で
あ
る
浄
土
教

を
指
し
、
白
蓮
宗
と
用
い
る
場
合
の
み
、
浄
土
教
の
一
派
と
し
て
の

白
蓮
宗
本
体
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る９

。

　

そ
し
て
大
蔵
経
へ
の
入
蔵
に
よ
り
後
の
版
本
で
『
蓮
宗
宝
鑑
』
内

の
白
蓮
宗
の
語
が
蓮
宗
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
、
す
べ
て
が
蓮
宗
と
呼

称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
書
が
白
蓮
宗

の
教
義
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
浄
土
教
の
概
説
書
と

し
て
の
側
面
が
強
く
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
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５
．
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
、
も
と
『
蓮
宗
宝
鑑
』
撰
述
当
時
は
、
白
蓮
宗
と

は
、
浄
土
教
の
一
派
と
し
て
の
白
蓮
宗
の
意
と
し
て
、
ま
た
蓮
宗
と

は
、
白
蓮
宗
と
そ
れ
を
含
む
浄
土
教
の
意
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
後
に
邪
教
で
あ
る
白
蓮
教
と
の
関
係
を

絶
つ
目
的
で
、
白
蓮
の
語
が
取
り
払
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
蓮
宗
の

語
義
か
ら
白
蓮
宗
の
意
が
薄
れ
、
そ
し
て
な
く
な
り
、
蓮
宗
は
蓮

社
・
蓮
門
・
浄
土
教
・
浄
土
門
と
同
義
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
蓮
宗
の
用
例
は
明
代
以
後
、
江
戸
期

以
後
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
は
白
蓮
宗
と
し
て

で
は
な
く
、
浄
土
教
と
し
て
の
意
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
語
と

し
て
変
化
し
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る10

。

１　

小
笠
原
宣
秀
『
中
国
近
世
浄
土
教
史
の
研
究
』（
百
華
苑
、
一

九
六
三
）
第
十
一
章
、
安
藤
智
信
「
蓮
宗
寶
鑑
の
研
究
―
本
書

の
背
景
、
意
図
と
歴
史
的
意
義
―
」（『
真
宗
総
合
研
究
所
研
究

所
紀
要
』
二
、
一
九
八
四
）
参
照
。

２　

印
謙
「
白
蓮
宗
析
論
」（『
圓
光
佛
學
學
報
』
五
、
二
〇
〇
〇
）

参
照
。

３　

澄
円
の
伝
記
に
関
し
て
は
、
三
田
全
信
「
入
元
僧
旭
蓮
社
澄
圓

の
傳
記
に
就
い
て
」（『
日
華
仏
教
研
究
会
年
報
』
四
、
一
九
四

〇
）
に
よ
る
。

４　

宣
徳
四
年
跋
文
は
僧
録
司
古
并
が
記
し
て
い
る
の
で
、
朝
廷
と

僧
録
司
の
繋
が
り
か
ら
、
改
編
は
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。

５　

安
藤
智
信
「
元
の
普
度
撰
「
上
白
蓮
宗
書
」
の
歴
史
的
意
義
」

（『
仏
教
の
歴
史
と
文
化
』
同
朋
舍
出
版
、
一
九
八
〇
）
参
照
。

６　

楊
訥
編
『
元
代
白
蓮
教
資
料
彙
編
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
九
）

一
七
七
頁
。

７　

印
謙
は
い
く
つ
か
の
用
例
を
も
っ
て
分
類
を
試
み
て
い
る
が
、

徳
富
本
を
用
い
て
い
る
た
め
、
白
蓮
宗
か
ら
の
改
編
後
の
蓮
宗

の
用
例
が
含
ま
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
混
同
し
て
い
る
。

８　

た
と
え
ば
『
廬
山
白
蓮
正
宗
曇
華
集
』
下
（
楊
訥
編
『
彙
編
』）

所
収
の
「
一
句
彌
陀
（
二
二
四
頁
）」、「
傷
蓮
宗
（
二
三
一

頁
）」、「
廬
山
拾
頌
（
二
三
四
頁
）」
は
七
言
一
句
の
た
め
、
白

蓮
宗
の
略
称
と
し
て
蓮
宗
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

９　

こ
の
推
論
を
も
っ
て
『
廬
山
蓮
宗
宝
鑑
』
の
題
号
を
推
し
量
れ

ば
、
廬
山
に
お
け
る
白
蓮
宗
と
そ
の
母
体
で
あ
る
浄
土
教
の
真

偽
を
照
ら
す
鑑
と
い
っ
た
解
釈
と
な
り
、
こ
の
題
号
か
ら
は
、
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本
書
そ
し
て
白
蓮
宗
が
正
統
仏
教
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
浄

土
教
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
い
と
表
明
し
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。
普
度
は
あ
え
て
白
蓮
を
用
い
ず
に
蓮
宗
を
用
い

る
こ
と
で
、
白
蓮
宗
の
教
義
が
異
端
的
な
も
の
で
は
な
く
、
浄

土
教
に
繋
が
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

10　

こ
の
蓮
宗
の
語
の
伝
播
に
関
し
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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平
成
23
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
っ
て
大
量
の
放
射
性
物
質
が

放
出
さ
れ
、
日
本
の
国
土
や
海
洋
は
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
放
射
性
物

質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
、
福
島
県
で
は
約
十
万
人
の
方
々
が
避
難
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
脱
原
子
力
発
電
を
目
指

し
た
諸
活
動
も
活
発
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
科
学
技
術
に
対
す
る
宗

教
的
な
見
解
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
大
災
害
時
の
宗
教
者
の
対
応
は

被
災
さ
れ
た
方
々
に
共
感
し
、
寄
り
添
い
、
被
災
者
に
助
力
を
す
る

こ
と
が
第
一
だ
が
、
加
え
て
宗
教
的
な
立
場
か
ら
の
科
学
技
術
の
評

価
を
表
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
小
論
は
浄
土
宗
と
し
て
原
子
力

発
電
を
如
何
に
位
置
付
け
る
べ
き
か
に
つ
い
て
分
析
検
討
を
行
っ
た

も
の
で
あ
る
。

１
．
原
子
力
発
電
所
事
故
へ
の
基
本
姿
勢

　

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
報
道
に
接
し
て
の
第
一
印
象
は

＂
つ
い
に
起
き
た
か
＂
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
次
に
浮
か
ん
だ
の
が

原
子
力
発
電
の
今
後
の
取
り
扱
い
で
あ
っ
た
。
新
規
に
社
会
に
導
入

さ
れ
た
技
術
に
は
予
期
せ
ぬ
事
故
が
発
生
す
る
こ
と
は
歴
史
的
事
実

で
あ
る
。
１
９
４
０
年
米
国
シ
ア
ト
ル
近
郊
で
起
こ
っ
た
タ
コ
マ
・

ナ
ロ
ウ
ズ
吊
橋
の
落
橋
事
故
。
１
９
５
０
年
代
中
ご
ろ
の
イ
ギ
リ
ス

の
デ
・
ハ
ビ
ラ
ン
ド
社
製
ジ
ェ
ッ
ト
旅
客
機
コ
メ
ッ
ト
の
連
続
墜
落

事
故
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
タ
コ
マ
橋
落
橋
の
原
因
は
風
の

動
的
作
用
に
よ
る
ね
じ
り
振
動
で
あ
り
、
コ
メ
ッ
ト
機
墜
落
の
原
因

は
客
室
与
圧
減
圧
の
繰
り
返
し
に
よ
る
ア
ル
ミ
合
金
の
金
属
疲
労
で

あ
っ
た
。
設
計
時
に
は
十
分
な
技
術
的
対
応
を
し
た
つ
も
り
で
も
、

想
定
外
の
事
象
に
よ
っ
て
事
故
が
発
生
す
る
こ
と
は
過
去
に
も
あ
り
、

原
子
力
発
電
問
題
に
つ
い
て

今　

岡　

達　

雄
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事
故
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
改
良
を
行
い
、
事
故
確
率
を

小
さ
く
し
て
そ
の
技
術
を
使
い
続
け
て
き
た
。
も
し
、
原
子
力
発
電

を
今
後
使
用
し
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
原
子
力
発
電
と
他
技
術
で
は

何
が
違
う
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
１
９
７
９
年
米
国

ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
原
子
力
発
電
所
事
故
、
１
９
８
６
年
ソ
連
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
の
事
故
を
経
験
し
て
も
私
た
ち
は
原
子
力

発
電
を
利
用
し
続
け
た
。
今
回
の
事
故
に
よ
っ
て
原
子
力
発
電
の
不

使
用
を
決
定
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

２
．
原
子
力
発
電
と
は

　

原
子
力
利
用
に
は
核
分
裂
反
応
と
核
融
合
反
応
が
あ
る
。
核
分
裂

反
応
は
地
球
内
部
で
起
き
て
い
る
自
然
現
象
で
地
球
の
温
度
維
持
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
し
、
核
融
合
反
応
は
太
陽
内
で
の
反

応
で
あ
り
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
太
陽
光
や
太
陽
熱
は
私
た
ち

の
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
球
内
部
や
太
陽

で
の
反
応
を
バ
イ
オ
ス
フ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
る
地
表
を
中
心
と
し
た
生

物
活
動
圏
で
、
人
為
的
な
制
御
の
下
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
が
原

子
力
利
用
技
術
で
あ
る
。
人
類
は
爆
発
的
な
核
分
裂
を
起
こ
す
こ
と

（
原
子
爆
弾
）
や
、
短
時
間
で
核
融
合
を
起
こ
す
こ
と
（
水
素
爆
弾
）

に
は
成
功
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
定
常
的
な
反
応
と
し
て
時
間

的
・
空
間
的
に
制
御
す
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
。

こ
の
う
ち
実
用
に
達
し
て
い
る
の
が
核
分
裂
原
子
炉
で
あ
り
大
電
力

の
供
給
が
可
能
な
発
電
設
備
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ

れ
を
実
現
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
特
性
を
合
わ
せ
持
つ
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
①
核
分
裂
反
応
を
使
用
し
て
い
る
、
②
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
２
３
９
は
核
兵
器
へ
の
転
用
可
能
で
あ
る
、
③
超
長
期
の
放
射

性
廃
棄
物
管
理
が
必
要
で
あ
る
、
④
放
射
線
災
害
の
不
定
性
、
⑤
事

故
リ
ス
ク
を
算
定
の
恣
意
性
等
の
特
徴
で
あ
る
。

３
．
宗
教
団
体
か
ら
の
声
明
・
見
解

　

財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
は
平
成
23
年
12
月
１
日
付
で
宣
言
文

「
原
子
力
発
電
に
よ
ら
な
い
生
き
方
を
求
め
て
」*1

を
発
表
し
て
い
る
。

浄
土
宗
も
全
日
本
仏
教
会
の
有
力
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
浄
土
宗
の

原
子
力
発
電
に
対
す
る
見
解
は
基
本
的
に
こ
の
宣
言
文
を
準
用
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
宣
言
文
の
骨
子
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①

被
害
の
現
状
認
識
と
し
て
、
放
射
線
に
よ
る
「
い
の
ち
」
に
対
す
る

不
安
の
中
に
暮
ら
し
て
い
る
。
②
日
本
は
被
曝
国
で
あ
り
、
放
射
線

被
曝
に
よ
る
悲
惨
さ
を
と
お
し
て
「
い
の
ち
」
の
尊
さ
を
世
界
に
伝

え
る
役
割
が
あ
る
。
③
全
日
本
仏
教
会
は
仏
教
精
神
に
も
と
づ
き

「
い
の
ち
」
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
築
く
た
め
の
世
界
平
和
の
実
現
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を
目
指
し
て
い
る
。
④
利
便
性
の
追
求
は
、
原
発
事
故
に
よ
る
「
い

の
ち
」
の
不
安
と
い
う
現
在
の
問
題
と
処
理
不
可
能
な
放
射
性
廃
棄

物
と
い
う
未
来
の
問
題
を
も
た
ら
し
た
。
⑤
そ
こ
で
、
原
発
事
故
に

よ
る
「
い
の
ち
」
と
平
和
な
生
活
が
脅
か
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
を
ま

ね
い
た
こ
と
を
深
く
反
省
す
る
。
⑥
過
剰
な
物
質
的
欲
望
か
ら
脱
し
、

足
を
知
り
、
自
然
の
前
で
謙
虚
と
な
り
「
い
の
ち
」
が
守
ら
れ
る
社

会
を
目
指
す
と
し
て
い
る
。

　

臨
済
宗
妙
心
寺
派
は
全
日
本
仏
教
会
に
先
立
つ
平
成
23
年
９
月
29

日
の
第
121
次
定
期
宗
議
会
で
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
団
、
臨
済
宗
妙

心
寺
派
宗
議
会
の
連
名
で
宣
言*2

を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
宣
言
の
骨
子

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
被
害
の
現
状
認
識
と
し
て
、
多
く
の

人
々
の
生
命
（
い
の
ち
）
や
人
権
が
脅
か
さ
れ
、
苦
悩
の
日
々
を
過

ご
し
て
い
る
。
②
原
子
力
発
電
は
制
御
で
き
な
い
。
③
安
全
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
へ
の
転
換
が
必
要
で
あ
る
。
④
心
豊
か
な
、
安
心
で
き
る
、

平
和
な
生
活
と
は
何
か
を
考
え
よ
う
。
⑤
利
便
性
や
経
済
性
の
み
追

求
せ
ず
、
仏
教
で
説
く
「
知
足
（
足
る
を
知
る
）」
を
実
践
し
、
持

続
可
能
な
共
生
社
会
を
目
指
す
と
な
っ
て
い
る
。

　

真
宗
大
谷
派
で
は
宗
務
総
長
名
で
平
成
23
年
12
月
28
日
に
総
理
大

臣
に
「
原
子
力
発
電
に
依
存
し
な
い
社
会
の
実
現
に
向
け
て
」*3

と
題

す
る
要
望
書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
要
望
書
で
は
、
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
の
生
命
や
人
権
が
脅
か

さ
れ
、
苦
難
の
日
々
が
続
い
て
い
る
。
そ
こ
で
「
す
べ
て
の
い
の
ち
、

生
き
ら
る
べ
し
」
の
願
い
の
も
と
以
下
を
要
望
す
る
と
し
、
①
放
射

線
量
の
測
定
・
周
知
と
除
染
活
動
、
②
早
急
な
避
難
措
置
（
特
に
妊

婦
や
子
ど
も
の
避
難
措
置
）、
③
被
曝
さ
れ
た
方
へ
の
長
期
に
わ
た

る
健
康
管
理
と
生
活
支
援
、
④
一
刻
も
早
い
原
発
に
依
存
し
な
い
社

会
の
実
現
を
要
望
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
平
成
24
年
４
月
23
日
に
は

解
放
運
動
推
進
本
部
長
名
で
「
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
に
対
す
る

真
宗
大
谷
派
の
見
解
」*4

と
し
て
、
①
放
射
線
被
曝
に
よ
っ
て
、
す
べ

て
の
い
の
ち
を
奪
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
、
②
原
発
作
業
員
の

被
ば
く
労
働
や
、
汚
染
地
域
の
風
評
被
害
等
の
差
別
を
生
み
だ
す
、

③
地
球
上
で
は
原
子
力
発
電
所
で
発
生
す
る
放
射
能
と
共
生
で
き
な

い
、
④
す
べ
て
の
発
電
所
の
運
転
停
止
と
廃
炉
を
求
め
る
、
と
な
っ

て
い
る
。

　

曹
洞
宗
は
平
成
23
年
11
月
１
日
付
で
「
原
子
力
発
電
に
対
す
る
曹

洞
宗
の
見
解
に
つ
い
て
」**

を
教
団
名
で
発
信
し
て
い
る
。
①
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
事
故
は
大
量
の
放
射
性
物
質
を
拡
散
し
、
多
く
の

避
難
生
活
者
と
差
別
・
偏
見
と
風
評
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
②
二
酸

化
炭
素
排
出
量
削
減
の
た
め
に
原
子
力
発
電
に
依
存
し
て
き
た
が
事

故
が
起
こ
っ
た
ら
大
変
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
③
し
か
し
原
子
力
発
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電
所
を
速
や
か
に
停
止
し
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
換
す
る
事

が
の
ぞ
ま
し
い
が
、
電
力
不
足
に
よ
る
経
済
的
混
乱
、
原
子
力
発
電

所
立
地
自
治
体
、
原
子
力
発
電
所
関
連
労
働
者
、
原
子
力
関
連
者
へ

の
差
別
な
ど
解
決
す
べ
き
問
題
が
多
い
。
そ
し
て
④
今
後
も
こ
の
問

題
に
係
わ
り
合
い
な
が
ら
活
動
し
て
い
き
た
い
と
結
ん
で
い
る
。
さ

ら
に
、
平
成
24
年
２
月
23
日
付
で
曹
洞
宗
宗
議
会
に
お
い
て
「
原
子

力
発
電
に
頼
ら
な
い
安
心
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
た
め
の
取
り
組
み
推
進
を
求
め
る
決
議
文
」**

が
採
択
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
中
で
は
①
徹
底
し
た
節
電
の
実
施
、
②
冷
暖
房
の
設

定
温
度
の
見
直
し
、
③
緑
化
の
推
進
、
④
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
な
ど
の

発
電
装
置
の
導
入
、
⑤
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
へ
の
切
り
替
え
、
等
具
体
的
提

案
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
カ
ト
リ
ッ
ク
教
団
は
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
団
名
で

「
い
ま
す
ぐ
原
発
の
廃
止
を
～
福
島
第
一
原
発
事
故
と
い
う
悲
劇
的

な
災
害
を
前
に
し
て
～
」**

と
い
う
公
文
書
を
平
成
23
年
11
月
８
日
付

で
発
行
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
①
福
島
第
一
原
発
事
故
で
海
や

大
地
が
汚
染
さ
れ
、
10
万
人
近
く
の
人
々
が
避
難
し
不
安
に
脅
え
た

生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
②
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
団
は
平

成
13
年
に
原
子
力
発
電
の
是
非
に
つ
い
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
で
、

安
全
性
を
担
保
し
た
上
で
容
認
す
る
と
し
て
き
た
。
③
し
か
し
、
福

島
第
一
原
発
事
故
と
い
う
悲
劇
的
な
災
害
を
前
に
し
て
現
存
す
る
原

発
の
即
時
停
止
を
要
望
す
る
。
④
原
発
の
停
止
に
よ
っ
て
起
き
る

様
々
な
課
題
が
あ
る
が
、
人
間
に
は
神
の
被
造
物
で
あ
る
い
の
ち
、

自
然
を
守
り
子
孫
に
安
全
で
安
心
な
環
境
を
わ
た
す
責
任
が
あ
る
。

⑤
既
に
放
射
性
廃
棄
物
を
多
量
に
排
出
し
後
の
世
代
に
保
管
責
任
を

負
わ
せ
て
お
り
倫
理
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
が
、
今
後
も
廃
炉
と

放
射
性
廃
棄
物
の
処
置
・
管
理
は
大
き
な
問
題
だ
。
⑥
日
本
の
神
道

や
仏
教
と
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
神
か
ら
求
め
ら
れ
る
生
き
方

と
し
て
清
貧
と
い
う
精
神
が
あ
り
、
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
過
度
の
頼

ら
ず
、
福
音
的
精
神
に
基
づ
く
単
純
質
素
の
生
活
を
選
び
直
す
べ
き

で
あ
る
。
⑦
そ
の
精
神
に
基
づ
く
科
学
技
術
の
発
展
・
進
歩
を
望
み
、

そ
れ
が
原
発
の
な
い
安
心
で
安
全
な
生
活
に
つ
な
が
る
と
お
も
わ
れ

る
。４

．
宗
教
団
体
の
見
解
の
論
拠
分
析

（
１
）
事
故
の
重
大
性
か
ら
の
見
解

　

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
っ
て
受
け
た
印
象
が
、
見
解

の
論
拠
の
最
も
大
き
な
要
素
で
あ
る
。
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事

故
は
国
際
原
子
力
機
関
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
が
定
め
る
事
故
の
深
刻
度
尺

度
で
レ
ベ
ル
「
７
」
と
い
う
深
刻
な
事
故
で
あ
り
、
事
故
直
後
に
は
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自
主
避
難
を
含
め
る
と
事
故
地
点
か
ら
半
径
１
０
０
ｋ
ｍ
の
範
囲
で

10
万
人
も
の
避
難
者
を
出
し
、
放
射
性
物
質
の
拡
散
の
影
響
で
あ
る

農
作
物
の
出
荷
停
止
は
静
岡
県
に
ま
で
及
ん
だ
重
大
な
事
故
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
災
害
を
も
た
ら
す
原
子
力
発
電
は
容
認
で
き
な
い
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
曹
洞
宗
見
解
の
論
拠
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
カ
ト

リ
ッ
ク
教
団
は
安
全
性
の
確
保
を
条
件
に
原
子
力
発
電
を
容
認
し
て

き
た
が
、
事
故
後
は
生
命
や
自
然
環
境
を
破
壊
す
る
か
ら
脱
原
子
力

発
電
を
目
指
す
と
見
解
を
改
め
た
。

（
２
）
教
義
に
基
づ
く
見
解

　

見
解
検
討
に
当
た
っ
て
第
一
印
象
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
時
間

の
経
過
に
し
た
が
っ
て
風
化
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
り
、
長
期
に
わ

た
っ
て
規
範
と
な
る
見
解
に
は
論
理
的
な
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。
そ

の
一
つ
の
方
法
が
原
子
力
発
電
の
技
術
特
性
に
対
し
て
、
宗
教
団
体

の
教
義
・
理
念
か
ら
の
見
解
を
作
成
す
る
方
法
で
あ
る
。

　

全
日
仏
と
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
宣
言
は
よ
く
似
て
い
て
①
原
子
力

発
電
の
危
険
性
を
改
め
て
認
識
し
た
こ
と
。
②
欲
望
に
追
従
し
て
原

子
力
発
電
を
容
認
し
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
「
知
足
」
の
教
え
に

従
っ
て
脱
原
発
に
向
か
う
べ
き
と
し
て
い
る
。
真
宗
大
谷
派
の
論
拠

は
生
命
・
人
格
の
平
等
性
で
あ
る
。
こ
の
平
等
性
原
則
か
ら
原
子
力

発
電
や
そ
の
事
故
に
よ
っ
て
発
生
す
る
差
別
性
を
問
題
視
し
、
脱
原

子
力
発
電
を
主
張
し
て
い
る
。

５
．
原
子
力
発
電
と
浄
土
宗

　

現
代
社
会
は
科
学
・
技
術
に
大
き
く
依
存
し
た
社
会
で
あ
る
。
多

く
の
科
学
・
技
術
は
日
常
生
活
の
利
便
性
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、

宗
教
的
な
議
論
な
し
に
社
会
に
導
入
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
に
な
っ

て
先
端
的
科
学
技
術
の
社
会
へ
の
導
入
に
際
し
て
宗
教
的
見
解
が
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
教
義
の
面
か
ら
の
見
解
を
述
べ
る

た
め
に
所
依
の
経
典
、
祖
師
の
言
説
を
援
用
し
、
現
代
生
活
の
事
象

の
評
価
を
行
う
方
法
を
用
い
て
き
た
。

　

例
え
ば
「
生
命
の
大
切
さ
」
に
つ
い
て
は
十
二
箇
条
問
答
の
「
人

身
を
う
け
る
事
は
、
梵
天
よ
り
糸
を
く
だ
し
て
、
大
海
の
そ
こ
な
る

針
の
あ
な
を
と
お
さ
ん
が
ご
と
し
と
い
え
り
」
を
援
用
し
、
稀
少
性

を
生
命
尊
重
の
原
理
と
す
る
。「
身
体
の
維
持
」
に
つ
い
て
は
禅
勝

房
伝
説
の
詞
の
「
ま
し
て
往
生
程
の
大
事
を
は
げ
み
て
、
念
仏
申
さ

ん
身
を
ば
、
い
か
に
も
い
か
に
も
は
ぐ
く
み
た
す
く
べ
し
。」
を
援

用
し
、
身
体
維
持
の
重
要
性
の
原
理
と
す
る
。
ま
た
、
同
禅
勝
房
伝

説
の
詞
の
中
で
「
現
世
を
過
ぐ
べ
き
よ
う
は
、
念
仏
を
申
さ
れ
ん
か

た
に
よ
り
て
過
ぐ
べ
し
」
を
援
用
し
、
日
常
生
活
は
「
念
仏
が
し
易

い
か
否
か
」
に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
生
活
観
を
規
範
と
す
る
こ



─ 134 ─

と
が
出
来
よ
う
。
ま
た
、「
平
和
」
に
関
し
て
は
法
然
上
人
行
状
絵

図
に
示
さ
れ
る
父
漆
間
時
国
臨
終
の
詞
「
汝
さ
ら
に
会
稽
の
恥
を
お

も
ひ
、
敵
人
を
う
ら
む
事
な
か
れ
」
を
援
用
し
、
怨
親
平
等
が
不

戦
・
平
和
の
原
理
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、「
差
別
問
題
」
に
関
し
て

は
選
択
本
願
念
仏
集
第
三
章
段
に
し
め
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の

平
等
性
が
基
本
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
方
法
論
を
応

用
し
て
原
子
力
発
電
の
評
価
を
試
み
た
。

（
１
）
浄
土
宗
教
義
か
ら
み
た
原
子
力
発
電

　

例
え
ば
放
射
性
物
質
汚
染
に
よ
る
差
別
性
に
つ
い
て
み
る
と
、
阿

弥
陀
仏
の
平
等
な
る
救
済
か
ら
導
出
さ
れ
る
浄
土
宗
の
平
等
性
原
則

は
、
機
会
の
平
等
で
あ
り
結
果
の
平
等
を
保
証
し
な
い
。
つ
ま
り
念

仏
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
救
済
を
受
け
ら
れ
る
か
否
か
が
決
ま
る
の

で
あ
り
、
念
仏
し
な
い
人
の
往
生
を
保
証
し
な
い
。
つ
ま
り
結
果
と

し
て
の
差
別
を
生
む
技
術
は
禁
止
す
る
と
い
う
論
理
に
は
結
び
つ
か

な
い
。
浄
土
宗
の
「
生
命
の
大
切
さ
」
は
「
受
け
が
た
き
人
身
を
受

け
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
甚
だ
難

し
い
か
ら
生
ま
れ
た
命
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
特
定
の

技
術
に
よ
る
生
命
の
危
険
を
問
題
に
し
な
い
。
身
体
を
健
康
に
保
つ

の
も
念
仏
が
勤
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
健
康
が
目
的

で
は
な
い
。
浄
土
宗
は
平
和
を
重
視
す
る
が
、
そ
の
原
理
は
怨
親
平

等
で
あ
る
。
原
子
爆
弾
へ
の
転
用
可
能
性
が
あ
る
か
ら
平
和
維
持
の

た
め
に
原
子
力
発
電
に
反
対
す
る
の
で
は
な
く
、
重
点
は
怨
む
気
持

ち
を
昇
華
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
浄
土
宗
の
教
義
は
与
え
ら
れ
た
境

遇
の
中
で
如
何
に
生
き
る
か
の
教
え
で
あ
り
、
境
遇
を
選
ん
だ
り
改

変
し
た
り
す
る
た
め
の
教
え
で
は
な
い
の
で
、
原
子
力
発
電
の
評
価

に
関
し
て
浄
土
宗
の
教
義
か
ら
援
用
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
通
仏
教
的
観
点
か
ら
み
た
原
子
力
発
電

　

科
学
技
術
の
社
会
へ
の
導
入
に
関
し
て
通
仏
教
的
観
点
か
ら
評
価

す
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
市
場
至
上
主
義
と
い
う
欲
望
の
商
品

化
を
促
進
す
る
社
会
経
済
体
制
に
関
し
て
、
少
欲
知
足
の
立
場
か
ら

欲
望
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
方
向
性
を
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

原
子
力
発
電
は
安
価
な
電
力
供
給
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
拡
大
を

可
能
に
し
て
い
た
の
で
、
少
欲
知
足
は
脱
原
発
の
一
つ
の
根
拠
で
あ

る
。
た
だ
し
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
は
低
環
境
負
荷
の

循
環
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
も
し
れ
な
い
が
消
費
を
増
や
す
可
能
性
が
あ

る
。
脱
原
発
の
代
替
案
は
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
し
か
な
い
。

（
３
）
浄
土
宗
と
し
て
の
見
解
の
方
向
性

　

浄
土
宗
の
見
解
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
第
一
に
採
り
あ
げ
る
べ

き
こ
と
は
事
故
に
よ
っ
て
発
生
し
た
災
害
の
深
刻
性
で
あ
ろ
う
。
そ

の
深
刻
性
を
根
拠
と
し
て
脱
原
発
を
結
論
づ
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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第
二
に
浄
土
宗
の
教
義
的
な
面
か
ら
の
脱
原
発
の
根
拠
を
見
出
す
こ

と
は
困
難
だ
が
、
通
仏
教
的
教
義
で
あ
る
少
欲
知
足
か
ら
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
の
拡
大
を
可
能
に
し
て
き
た
原
子
力
発
電
へ
の
脱
依
存
を

選
択
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
と
こ
ろ
で
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

事
故
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
最
も
大
き
な
変
化
は
「
事
故
発
生
の

リ
ア
リ
テ
ィ
」
に
関
す
る
認
識
変
化
で
あ
る
。
原
子
力
発
電
所
の
事

故
リ
ス
ク
は
以
前
か
ら
示
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
根
拠
も
な
く
起

き
そ
う
も
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
実
際
に
事
故
が
発
生

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
故
と
は
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と

の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
認
識
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
ス
リ
ー
マ

イ
ル
島
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
の
時
と
違
っ
た
の
は
事
故
・
被
害

の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
認
識
が
変
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

結
果
社
会
的
合
意
は
脱
原
発
に
シ
フ
ト
し
、
浄
土
宗
と
し
て
も
社
会

的
合
意
の
方
向
に
賛
同
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
脱
原
発
に
移
行
し
て
も
現
存
す
る
使
用
済
み
核
燃
料
や
放

射
性
廃
棄
物
、
今
後
廃
炉
に
よ
っ
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
に
つ

い
て
は
半
減
期
の
長
い
放
射
性
物
質
が
あ
り
超
長
期
に
わ
た
る
管
理

が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
事
故
発
生
リ
ア
リ
テ
ィ
の
認
識
変
化
は
わ

が
国
内
に
止
ま
り
、
事
故
リ
ア
リ
テ
ィ
の
国
際
的
な
合
意
形
成
は
困

難
で
あ
ろ
う
か
ら
、
途
上
国
を
中
心
に
今
後
も
原
子
力
発
電
を
導
入

す
る
国
は
増
加
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
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増
上
寺
第
三
十
六
世
顕
誉
祐
天
と
常
念
仏

巌　

谷　

勝　

正

一　

は
じ
め
に

　

増
上
寺
第
三
十
六
世
顕
誉
上
人
祐
天
大
和
尚
（
以
下
、
祐
天
）
は
、

そ
の
在
世
中
、
名
号
の
書
写
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
浄
土
宗
寺
院
へ

喜
捨
し
、
そ
の
再
興
に
関
わ
っ
た
り
、
本
尊
と
な
る
仏
像
の
開
眼
を

行
っ
た
り
、
念
仏
の
興
隆
に
努
め
た
事
例
が
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
直
接
・
間
接
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
常
念
仏
を

広
め
た
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
資
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
き
た

の
で
報
告
し
た
い
。

二　

資
料
に
残
る
祐
天
の
関
わ
っ
た
常
念
仏

　

資
料
と
し
て
明
確
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
例
を
年
代
順
に
追
う
こ

と
に
す
る
。

（
一
） 

棚
倉
蓮
家
寺
の
常
念
仏

　

祐
天
は
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
頃
、
五
十
歳
の
と
き
に
増
上

寺
を
退
隠
し
牛
島
で
の
名
号
書
写
の
生
活
に
入
っ
た
。
そ
の
後
常
念

仏
に
関
わ
っ
た
記
録
が
残
る
の
は
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
こ
と

で
あ
る
。
元
禄
九
年
に
記
録
さ
れ
た
福
島
県
東
白
川
郡
棚
倉
町
棚
倉

新
町
の
蓮
家
寺
所
蔵
の
「
蓮
家
寺
常
念
仏
縁
起
」（
１
）に
お
よ
そ
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

蓮
家
寺
九
世
速
誉
長
寅
が
、
仏
恩
に
報
い
る
た
め
、
檀
施
謝
徳
の

た
め
、
兼
ね
て
自
他
平
均
成
仏
得
脱
の
た
め
に
常
念
仏
を
志
し
、
三

十
人
以
上
の
施
主
を
集
め
て
元
禄
五
年
十
月
十
五
日
常
念
仏
を
開
白

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
る
と
、
当
時
の
城
主
内
藤
弌
信
が
こ
の
常

念
仏
に
賛
同
し
、
仏
供
料
と
し
て
十
五
石
を
寄
進
し
た
。
こ
の
弌
信

の
江
戸
の
家
臣
に
脇
田
次
郎
左
衛
門
正
明
と
い
う
者
が
同
年
十
月
十

四
日
の
夜
霊
夢
を
感
じ
、
翌
日
牛
島
の
祐
天
を
訪
ね
祐
天
所
持
の
善
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光
寺
前
立
如
来
の
写
し
を
所
望
し
た
。
祐
天
が
こ
れ
を
寄
進
し
常
念

仏
の
本
尊
と
な
っ
た
。

　

境
内
に
、
一
万
日
か
ら
四
万
日
ま
で
一
万
日
ご
と
に
常
念
仏
回
向

塔
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
百
年
以
上
続
い
た
。

（
二
） 

い
わ
き
最
勝
院
の
常
念
仏

　

そ
の
翌
年
、
祐
天
は
生
ま
れ
故
郷
の
福
島
県
い
わ
き
市
四
倉
町
に

帰
郷
し
た（
２
）。
そ
の
時
に
最
勝
院
で
常
念
仏
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
発
願

し
、
そ
の
準
備
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
元
禄
七
年
、
そ
れ
は
当
時

の
磐
城
の
領
主
内
藤
義
泰
に
依
頼
す
る
と
い
う
方
法
で
実
現
し
た
。

　

す
な
わ
ち
、
仏
資
糧
と
し
て
六
八
〇
俵
を
内
藤
義
泰
に
託
し
、
主

君
の
恩
に
報
い
、
天
下
和
順
の
た
め
、
さ
ら
に
は
父
母
追
孝
の
た
め
、

衆
生
済
度
の
た
め
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
祐
天
が
内

藤
家
に
預
託
し
た
仏
資
糧
に
よ
っ
て
内
藤
家
よ
り
、
毎
年
常
念
仏
賄

料
と
し
て
玄
米
七
十
六
俵
大
豆
五
俵
慶
長
金
拾
八
両
（
文
金
に
て
二

十
三
両
）
を
給
与
し
た
と
の
記
述
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
元
資

金
は
領
主
が
変
わ
る
ご
と
に
引
き
継
が
れ
、
廃
藩
置
県
の
後
ま
で
百

七
十
年
間
欠
け
る
こ
と
な
く
続
い
た
と
い
う（
３
）（
４
）
。

（
三
） 

松
阪
西
方
寺
の
常
念
仏

　

三
重
県
松
阪
市
清
水
町
の
西
方
寺
で
、
祐
天
が
開
白
導
師
と
な
っ

た
常
念
仏
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
始
め

ら
れ
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
書
か
れ
た
「
常
念
仏
並
地
蔵
尊

縁
起
」（
５
）に

記
録
さ
れ
た
。

　

江
戸
本
舩
町
住
森
田
宜
暉
は
祐
天
と
師
檀
の
約
盟
を
し
て
い
た
。

宜
暉
は
、
松
坂
の
立
利
村
出
身
で
江
戸
に
奉
公
に
出
て
成
功
し
た
商

人
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
功
に
先
祖
の
恩
を
感
じ
、
宜
暉
は
先
祖
の
菩

提
の
た
め
、
早
く
に
亡
く
な
っ
た
両
親
へ
の
恩
に
報
い
る
た
め
、
菩

提
寺
で
あ
る
西
方
寺
を
永
く
不
断
念
仏
の
道
場
と
定
め
る
こ
と
を
願

っ
た
。
そ
こ
で
祐
天
に
常
念
仏
開
白
導
師
を
請
い
、
江
戸
で
元
禄
十

年
四
月
八
日
開
白
の
念
仏
を
西
方
寺
に
引
き
移
し
、
砂
金
五
百
両
を

念
仏
結
衆
の
資
糧
と
し
た
。

　

宜
暉
の
墓
石
に
は
、
そ
の
没
年
で
あ
る
享
保
十
年
ま
で
に
一
万
日

回
向
に
達
し
た
と
あ
る
。

（
四
） 

尾
道
正
授
院
の
常
念
仏

　

広
島
県
尾
道
市
長
江
の
正
授
院
に
、
祐
天
が
開
白
し
た
常
念
仏
が

伝
え
ら
れ
た
。
享
保
二
年
に
正
授
院
第
六
世
諦
誉
良
頓
が
覚
書（
６
）を
残

し
て
い
る
。

　

元
禄
十
年
に
本
堂
再
建
を
願
い
、
千
日
の
念
仏
執
行
に
つ
い
て
許

可
を
得
た
の
で
、
当
時
飯
沼
弘
経
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
祐
天
に
常
念

仏
の
開
白
を
依
頼
し
、
元
禄
十
五
年
に
二
月
二
十
五
日
か
ら
念
仏
執

行
を
始
め
た
。
祐
天
は
良
頓
が
関
東
修
学
の
師
で
あ
っ
た
。
祐
天
は
、
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本
堂
再
建
の
際
に
金
子
や
名
号
を
数
幅
寄
進
し
た
。
さ
ら
に
は
、
祐

天
に
帰
依
し
た
桂
昌
院
か
ら
も
常
念
仏
に
対
し
寄
付
が
あ
り
、
桂
昌

院
逝
去
の
後
、
徳
川
将
軍
代
々
の
尊
牌
と
茶
湯
料
と
し
て
五
十
両
が
、

朝
夕
懈
怠
な
く
回
向
す
る
よ
う
に
と
届
け
ら
れ
た
。

　

境
内
に
は
一
万
日
毎
の
常
念
仏
回
向
塔
が
立
っ
て
い
る
が
、
五
万

日
回
向
塔
が
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
建
立
さ
れ
、
幕
末
ま
で
続

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
五
） 

鎌
倉
高
徳
院
の
常
念
仏

　

神
奈
川
県
鎌
倉
市
長
谷
の
高
徳
院
の
再
興
に
合
わ
せ
常
念
仏
が
開

白
し
た
と
い
う
話
が
『
相
模
国
鎌
倉
大
佛
縁
起
』（
巻
下（
７
））

に
載
る
。

　

先
に
増
上
寺
大
方
丈
御
仏
殿
に
お
い
て
祐
天
が
開
白
し
、
撞
木
を

当
時
光
明
寺
住
の
詮
察
に
授
与
し
た
。
そ
の
後
、
正
徳
二
年
（
一
七

一
二
）
三
月
十
五
日
に
鎌
倉
に
お
い
て
入
仏
供
養
を
執
行
し
、
祐
天

開
白
の
念
仏
を
高
徳
院
本
堂
に
移
し
た
。
今
、『
同
書
』
に
よ
っ
て

事
の
起
こ
り
を
概
説
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

元
禄
十
六
年
の
大
地
震
で
大
仏
の
石
座
が
崩
れ
大
仏
も
す
で
に
危

う
く
な
っ
た
。
祐
天
は
そ
れ
を
嘆
き
、
幾
ば
く
か
の
喜
捨
を
し
て
応

急
修
理
を
施
し
た
が
、
僧
房
建
立
の
宿
願
を
成
就
す
る
に
は
い
た
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
話
を
聞
い
た
浅
草
在
住
で
祐
天
の
信
者
野
嶋
泰
祐

の
妻
浄
泉
院
が
泰
祐
に
、
祐
天
に
代
わ
り
大
仏
復
興
の
不
断
念
仏
道

場
の
建
立
を
勧
め
た
。
泰
祐
は
祐
天
と
図
り
、
祐
天
は
光
明
寺
の
詮

察
に
相
談
し
、
大
佛
の
寺
務
を
執
っ
て
い
た
長
谷
寺
か
ら
寺
務
を
光

明
寺
へ
移
し
環
境
を
整
え
た
。
つ
い
に
野
嶋
氏
に
よ
り
寺
領
が
整
え

ら
れ
、
常
念
仏
の
道
場
が
建
立
さ
れ
、
祐
天
が
関
係
者
を
増
上
寺
に

集
め
て
、
常
念
仏
開
白
導
師
と
な
っ
た
と
い
う
。

（
六
） 

佐
伯
潮
谷
寺
の
常
念
仏

　

大
分
県
佐
伯
市
潮
谷
寺
の
常
念
仏
の
き
っ
か
け
は
当
地
の
六
代
藩

主
毛
利
高
慶
の
正
室
琨
子
（
源
智
院
）
が
正
徳
四
年
九
月
二
十
九
日

に
逝
去
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
祐
天
は
正
徳
四
年
六
月
に
増
上
寺
を

隠
居
し
麻
布
一
本
松
に
住
居
し
て
い
た
が
、
正
徳
五
年
二
月
二
十
七

日
の
増
上
寺
か
ら
潮
谷
寺
に
当
て
た
書
状（
８
）に
「
顕
誉
大
僧
正
が
常
念

仏
の
開
白
を
成
さ
れ
た
の
で
、
永
代
断
つ
こ
と
な
く
勤
め
る
こ
と
」

を
申
し
付
け
て
い
る
。

　
『
佐
伯
藩
史
料
温
故
知
新
録
』（
９
）に
、「
源
智
院
は
、
祐
天
に
帰
依
し

て
お
り
、
念
仏
を
怠
り
な
く
信
心
し
て
い
た
。
高
慶
へ
仰
せ
置
き
の

義
が
あ
り
、
高
慶
が
そ
の
菩
提
の
た
め
に
潮
谷
寺
に
庵
を
建
立
し
常

念
仏
相
続
す
る
よ
う
命
じ
た
」
と
あ
る
。
そ
の
常
念
仏
堂
は
源
智
院

の
法
名
か
ら
浄
修
堂
と
命
名
さ
れ
、
祐
天
が
そ
の
扁
額
を
揮
毫
し
て

い
る
。

　

祐
天
が
潮
谷
寺
の
常
念
仏
を
開
白
し
た
の
は
、
正
徳
五
年
二
月
二
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十
五
日
と
現
存
す
る
祐
天
の
位
牌
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
時
に
三

十
五
石
が
寄
進
さ
れ
た）
1（
（

。
実
際
に
潮
谷
寺
に
お
い
て
の
常
念
仏
は
三

月
十
日
開
白
と
定
め
ら
れ
た）
11
（

。

（
七
） 

博
多
善
導
寺
の
常
念
仏

　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
善
導
寺
の
常
念
仏
は
、
正
徳
五
年
十
月
十

五
日
に
祐
天
に
よ
っ
て
開
白
さ
れ
た）
1（
（

。

　

そ
の
前
年
、
福
岡
藩
主
黒
田
宣
政
と
そ
の
正
室
瑞
嶺
院
）
13
（

お
よ
び
嫡

子
継
高
の
三
人
が
連
名
で
寺
社
奉
行
に
対
し
、
国
許
で
の
常
念
仏
建

立
適
地
の
詮
議
を
命
じ
た
。
翌
年
七
月
十
六
日
に
正
式
に
善
導
寺
で

の
執
行
が
命
じ
ら
れ
、
十
月
十
五
日
、
祐
天
に
よ
っ
て
常
念
仏
が
開

白
さ
れ
た
。
翌
年
二
月
二
十
二
日
に
祐
天
の
名
号
・
浄
業
仏
殿
の
棟

札
そ
れ
に
伏
鉦
が
善
導
寺
に
届
け
ら
れ
た
の
を
受
け
、
善
導
寺
本
堂

で
常
念
仏
が
始
め
ら
れ
た
の
は
、
閏
二
月
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
常
念
仏
の
た
め
に
、
正
徳
五
年
分
と
し
て
米
七
十
俵
、
翌
年

か
ら
百
四
十
俵
が
常
念
仏
料
と
し
て
届
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
常
念
仏
料
は
少
し
ず
つ
加
増
さ
れ
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

か
ら
百
八
十
俵
、
享
保
十
三
年
か
ら
二
百
俵
と
な
っ
た
が
、
享
保
十

七
年
か
ら
半
減
し
た
。
し
か
し
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
継
高

に
よ
り
寺
領
百
石
が
与
え
ら
れ
、
長
く
相
続
し
た
。

（
八
） 

米
沢
阿
弥
陀
寺
の
常
念
仏

　

山
形
県
米
沢
市
窪
田
の
阿
弥
陀
寺
（
現
在
は
廃
寺
）
で
享
保
二
年

（
一
七
一
七
）
正
月
二
十
五
日
に
祐
天
開
白
の
常
念
仏
が
始
め
ら
れ

た
）
1（
（

。
阿
弥
陀
寺
の
跡
地
に
祐
天
名
号
の
彫
ら
れ
た
一
万
五
千
日
回
向

塔
が
あ
り
、
ま
た
三
万
日
回
向
お
よ
び
三
万
二
千
日
回
向
の
地
蔵
菩

薩
石
像
が
建
立
さ
れ
現
存
す
る
。

　

こ
の
常
念
仏
の
施
主
は
、
米
沢
藩
四
代
藩
主
上
杉
綱
憲
側
室
清
寿

院
と
宝
寿
院
の
二
人
で
あ
っ
た）
1（
（

。
こ
の
阿
弥
陀
寺
は
元
禄
六
年
に
常

念
仏
の
道
場
と
し
て
建
立
さ
れ
た
が
、
正
徳
二
年
の
失
火
に
よ
り
一

部
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
再
建
費
用
捻
出
の
た
め
翌
年
に
江
戸

回
向
院
に
お
い
て
宝
物
を
開
帳
し
、
こ
の
と
き
祐
天
の
名
号
が
こ
の

宝
物
開
帳
に
合
わ
せ
て
配
ら
れ
た）
16
（

。
祐
天
が
開
帳
に
関
わ
っ
た
の
は
、

米
沢
出
身
の
祐
天
の
弟
子
香
残
）
17
（

と
い
う
も
の
が
取
り
持
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
香
残
は
上
杉
家
と
親
交
が
あ
り）
18
（

、
常
念
仏
も
香
残
を
介
し

て
祐
天
に
依
頼
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
常
念
仏
の
目
的
は
、
綱
憲
の
実
父
で
あ
る
吉
良
上
野
介
義
央

と
そ
の
嫡
子
義
周
（
綱
憲
と
清
寿
院
の
実
子
）、
お
よ
び
吉
良
の
関

係
者
と
思
わ
れ
る
計
五
人
の
供
養
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
御
蔵
米

十
俵
を
永
代
に
寄
付
し
て
い
る）
19
（

。

　（
九
）
當
麻
念
佛
院
の
常
念
仏

　
　

當
麻
寺
の
浄
土
宗
子
院
で
あ
る
念
佛
院
に
、
享
保
三
年
二
月
十
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八
日
に
不
断
念
仏
が
開
白
し
た
と
彫
ら
れ
た
供
養
塔
が
建
つ
。
上
田

藩
主
松
平
忠
周
夫
妻
歓
喜
院
と
光
寿
院
の
た
め
の
供
養
塔
で
あ
る
。

こ
の
不
断
念
仏
を
祐
天
が
開
白
し
た
。
歓
喜
院
（
忠
周
）
の
没
年
は

享
保
十
三
年
で
あ
り
、
常
念
仏
は
光
寿
院
（
忠
周
継
室
・
享
保
二
年

九
月
十
八
日
逝
去
）
の
没
後
始
め
ら
れ
た
。
資
料
）
（（
（

に
よ
る
と
、
忠
周

は
代
々
金
戒
光
明
寺
の
檀
越
で
、
こ
の
念
佛
院
の
中
興
で
あ
り
、
光

寿
院
は
日
課
六
万
遍
の
篤
信
者
で
あ
っ
た
。
関
東
諸
檀
林
等
へ
天
下

泰
平
親
属
二
世
両
益
の
た
め
永
代
資
糧
を
納
め
、
加
え
て
中
将
姫
を

慕
っ
て
こ
の
念
佛
院
で
の
不
断
念
仏
を
企
て
た
と
い
う
。
光
寿
院
は

常
に
祐
天
を
信
仰
し
血
脈
を
授
か
っ
て
お
り
、
そ
の
縁
に
よ
り
祐
天

が
開
白
導
師
と
な
っ
た
。

　（
十
）
目
黒
祐
天
寺
の
常
念
仏

　

祐
天
の
伝
記
）
（1
（

に
よ
る
と
、
祐
天
臨
終
の
際
に
次
の
よ
う
に
遺
言
し

た
と
あ
る
。

七
月
十
五
日
、
晨
朝
勤
行
の
後
、
机
に
よ
り
て
名
号
十
余
枚
を

書
写
し
て
、
筆
を
投
じ
十
念
を
唱
え
て
の
た
ま
わ
く
、
我
滅
後

一
宇
を
建
立
し
、
不
断
念
仏
を
執
行
し
て
、
天
下
安
全
の
祈
願
、

法
界
群
生
に
回
施
せ
よ
と
云
云
、
夫
よ
り
自
ら
鉦
子
を
鳴
ら
し
、

発
願
開
白
を
唱
え
た
も
う

　

こ
れ
を
聞
い
た
祐
天
随
従
の
弟
子
祐
海
は
念
仏
道
場
建
立
に
奔
走

し
た
。
つ
い
に
『
目
黒
祐
天
寺
定
書
』
と
い
う
増
上
寺
役
者
か
ら
祐

海
に
当
て
た
書
状
が
享
保
四
年
十
月
十
五
日
に
発
せ
ら
れ
た）
（（
（

。
そ
の

最
初
に
、
祐
天
寺
は
不
断
念
仏
三
昧
の
道
場
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
祐
海
は
『
明
顕
山
永
代
式
條
』
）
（3
（

の
中
に
、「
本
堂

に
於
い
て
常
念
仏
並
び
に
六
時
の
勤
行
永
く
退
転
す
べ
か
ら
ず
」
と

定
め
、
勤
行
式
）
（（
（

も
定
め
て
い
る
。

三　

祐
天
と
常
念
仏
に
つ
い
て
の
考
察

　

祐
天
と
常
念
仏
の
関
わ
り
を
大
別
す
る
と
、
祐
天
が
檀
林
主
に
な

る
前
と
後
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

祐
天
の
生
活
は
当
初
、
名
号
を
書
写
し
、
そ
れ
を
請
う
者
に
与
え

る
と
い
う
庶
民
と
の
関
わ
り
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
大
名

家
の
藩
中
の
者
や
家
臣
も
多
く
存
在
し
た
。
そ
し
て
資
料
に
出
る
初

期
の
常
念
仏
と
の
関
わ
り
は
、
祐
天
の
故
郷
に
近
く
、
磐
城
平
藩
と

親
戚
筋
の
棚
倉
藩
内
藤
家
家
臣
の
信
仰
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
常
念

仏
の
興
行
が
祐
天
に
影
響
し
た
可
能
性
が
大
き
い
。
そ
の
翌
年
に
実

家
の
菩
提
寺
に
喚
鐘
等
を
寄
進
し
た
祐
天
は
、
菩
提
寺
復
興
と
両
親

の
菩
提
の
た
め
に
常
念
仏
執
行
を
思
い
立
っ
た
。
そ
れ
は
領
主
に
仏

資
糧
を
預
託
す
る
と
い
う
永
代
相
続
の
た
め
に
考
え
ら
れ
た
方
策
で
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あ
っ
た
。
祐
天
の
そ
の
企
て
は
成
功
し
、
最
勝
院
の
常
念
仏
は
廃
藩

後
ま
で
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

商
人
の
中
に
も
菩
提
寺
興
隆
と
先
祖
菩
提
の
た
め
に
常
念
仏
の
興

立
を
願
う
者
が
出
た
。
も
ち
ろ
ん
、
祐
天
へ
の
信
仰
心
の
表
れ
で
は

あ
る
が
、
多
額
の
寄
進
と
と
も
に
祐
天
に
開
白
導
師
を
頼
む
こ
と
で

菩
提
寺
で
の
常
念
仏
を
確
実
に
開
始
さ
せ
、
さ
ら
に
退
転
な
き
も
の

に
し
よ
う
と
し
た
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
祐
天
は
檀
林
主
に
な
る
以
前
、
元
禄
年
間
の
十
年
の

間
に
、
念
仏
の
興
隆
、
寺
院
の
復
興
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
常
念

仏
が
大
き
な
力
に
な
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
そ
の
後
生
涯
に
わ
た
っ
て
不
断
念
仏
に
こ
だ
わ
り
臨
終
後
の
一

宇
建
立
を
遺
言
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

祐
天
が
檀
林
主
に
な
っ
た
元
禄
十
二
年
以
降
は
そ
の
様
相
に
変
化

が
見
ら
れ
る
。
祐
天
の
名
前
に
加
え
桂
昌
院
と
い
う
後
ろ
盾
が
で
き

た
こ
と
で
、
正
授
院
で
は
常
念
仏
で
天
下
泰
平
を
祈
り
、
将
軍
代
々

の
尊
牌
に
回
向
す
る
と
い
う
役
割
が
課
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
が

ま
た
常
念
仏
を
幕
末
ま
で
続
け
る
力
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

桂
昌
院
逝
去
の
後
も
祐
天
信
仰
は
大
奥
や
大
名
家
に
広
が
り
、
そ
れ

が
国
許
や
有
縁
の
寺
院
で
の
常
念
仏
開
白
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
。

佐
伯
藩
、
福
岡
藩
で
は
藩
主
の
命
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ

で
は
財
政
基
盤
が
あ
る
程
度
確
保
さ
れ
、
寺
院
に
お
い
て
も
念
仏
興

隆
と
い
う
本
来
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
上
田
藩
は
藩
主

の
継
室
の
信
仰
心
に
よ
り
中
将
姫
を
慕
う
心
が
常
念
仏
に
つ
な
が
っ

た
。
回
向
の
対
象
の
明
確
さ
と
財
政
的
支
援
の
継
続
性
が
確
保
さ
れ

た
と
こ
ろ
は
長
く
相
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

米
沢
藩
領
内
で
行
わ
れ
た
常
念
仏
は
、
当
時
公
に
弔
う
こ
と
が
は

ば
か
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
吉
良
上
野
介
義
央
ら
の
増
進
菩
提
の
た
め

の
も
の
で
あ
っ
た
。
米
沢
藩
領
内
と
は
い
え
、
吉
良
家
の
た
め
の
念

仏
が
三
万
日
以
上
も
相
続
し
た
こ
と
は
祐
天
信
仰
と
無
縁
で
は
な
い

と
考
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
祐
天
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
不
断
念
仏
す
な
わ

ち
常
念
仏
の
興
立
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
思
う
。

　

一
方
で
、
こ
こ
で
は
報
告
し
な
い
が
小
さ
な
力
を
集
め
た
念
仏
講

に
よ
る
常
念
仏
も
行
わ
れ
て
き
た
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
立
つ
常
念
仏

供
養
塔
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
祐
天
名
号
を
本
尊
と
し

た
り
、
節
目
の
記
念
塔
に
祐
天
名
号
を
刻
ん
だ
り
し
た
信
仰
が
あ
っ

た
）
（（
（

。
そ
こ
に
は
祐
天
名
号
の
信
者
あ
る
い
は
常
念
仏
の
願
主
と
な
っ

た
出
家
達
の
思
い
が
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
祐
天
名
号
信
仰
と
常
念
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仏
が
結
び
付
き
、
そ
の
地
域
で
の
念
仏
興
隆
の
牽
引
力
と
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
多
く
は
、
祐
天
在
世
中
か
ら
没
後
数
十
年
で
あ
る
が
、

ま
れ
に
祐
天
名
号
信
仰
の
相
続
の
中
で
江
戸
時
代
後
期
以
降
に
常
念

仏
が
興
立
さ
れ
た
こ
と
も
確
認
し
て
い
る）
（6
（

。

　

す
な
わ
ち
、
祐
天
の
関
係
し
た
常
念
仏
は
、
大
名
等
の
命
に
よ
る

も
の
が
あ
る
一
方
、
元
は
民
衆
、
商
人
た
ち
の
自
発
的
な
思
い
で
始

ま
っ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
両
面
性
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
の
証
拠
と

な
ろ
う
。

四　

お
わ
り
に

　

縁
山
主
と
な
っ
た
祐
天
の
事
績
の
う
ち
、
常
念
仏
に
関
わ
っ
た
記

録
だ
け
を
抜
き
出
し
て
ま
と
め
た
。
祐
天
が
自
ら
の
意
志
で
常
念
仏

を
始
め
た
の
は
生
涯
に
二
度
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
実
家

の
菩
提
寺
の
復
興
の
た
め
、
す
な
わ
ち
両
親
先
祖
菩
提
の
た
め
と
自

身
の
臨
終
の
と
き
で
あ
る
。

　

ま
た
自
身
が
な
し
え
な
か
っ
た
鎌
倉
大
仏
復
興
に
つ
い
て
一
人
の

施
主
を
得
た
こ
と
で
、
大
仏
の
前
で
の
不
断
念
仏
と
い
う
大
義
に
お

い
て
多
く
の
関
係
者
の
力
を
結
集
し
、
短
期
間
で
復
興
を
成
し
遂
げ

て
い
っ
た
。
常
念
仏
に
は
そ
れ
だ
け
の
力
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
証
明
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
多
く
の
大
名
家
と
の
関
係
を
持
ち
、
国
許
や
有
縁
の
寺
院
で

の
常
念
仏
を
広
め
た
。
そ
こ
に
は
あ
る
程
度
の
経
済
的
な
裏
付
け
が

あ
り
、
そ
れ
を
満
た
し
た
と
こ
ろ
は
永
く
相
続
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
な
く
本
稿
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
お
い
て
念
仏
講
を
組
織
し
念
仏
を
相
続
し
て
き
た
人
た
ち
の
中
に
、

祐
天
名
号
を
本
尊
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
名
号
を
記
念
塔
に
刻
ん

だ
人
た
ち
が
い
た
こ
と
は
、
祐
天
信
仰
が
当
初
か
ら
一
般
庶
民
に
広

が
り
、
徳
川
家
、
大
名
家
へ
と
伝
播
し
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
あ
る
。

　

本
報
告
は
祐
天
寺
研
究
室
の
実
地
踏
査
等
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
す
る
。

注（
１
）『
祐
天
寺
史
資
料
集
』（
四
上
、
二
二
頁
）

（
２
）
最
勝
院
に
現
存
す
る
元
禄
六
年
祐
天
寄
進
の
喚
鐘
や
祐
海
述

「
愚
蒙
安
心
章
」
の
奥
書
（『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
四
上
、
二
九

六
頁
）
か
ら
そ
の
出
家
が
元
禄
六
年
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
祐

天
が
い
わ
き
か
ら
江
戸
へ
連
れ
帰
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か

ら
推
測
。



─ 1（3 ─

（
３
）
大
須
賀
昆
軒
『
雑
纂
磐
城
誌
料
』（
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
）

（
４
）「
僧
祐
天
」『
磐
城
志
料
』（
明
治
四
十
四
年
）

（
５
）
西
方
寺
蔵

（
６
）
正
授
院
蔵
。
覚
え
に
は
「
於
江
戸
小
石
川
伝
通
院
現
住
顕
誉

祐
天
大
僧
正
被
致
開
闢
元
禄
拾
五
年
二
月
廿
五
日
」
と
あ
る
が
、

元
禄
拾
五
年
が
正
し
け
れ
ば
、
飯
沼
弘
経
寺
に
於
い
て
開
白
し

た
こ
と
に
な
る
。

（
７
）『
祐
天
寺
史
資
料
集
』（
四
上
、
四
〇
頁
）

（
８
）「
潮
谷
寺
史
料
」『
佐
伯
史
談
』（
二
〇
九
、
四
〇
頁
）

（
９
）『
佐
伯
藩
史
料
温
故
知
新
録
』（
八
、
一
五
六
頁
）

（
1（
）
増
村
隆
也
訳
『
鶴
藩
畧
史
』（
昭
和
二
十
三
年
、
二
九
頁
）

（
11
）『
佐
伯
藩
史
料
温
故
知
新
録
』（
八
、
一
六
一
頁
）

（
1（
）
九
州
歴
史
資
料
館
『
筑
前
博
多
善
導
寺
目
録
』（
昭
和
五
十
五

年
）

（
13
）『
福
岡
県
史
』
近
世
研
究
編
福
岡
藩
（
三
、
二
三
九
頁
）
の
森

山
み
ど
り
氏
の
論
説
に
宣
政
夫
人
が
祐
天
に
帰
依
し
て
い
た
と

あ
る
。

（
1（
）
西
蓮
寺
に
阿
弥
陀
寺
常
念
仏
開
白
の
年
号
の
彫
ら
れ
た
伏
鉦

が
現
存
。

（
1（
）
伊
藤
龍
豊
「
金
光
山
阿
弥
陀
寺
に
つ
い
て
」『
置
賜
文
化
』

（
八
七
、
一
頁
）

（
16
）「
祐
天
大
僧
正
利
益
記
」『
祐
天
寺
史
資
料
集
』（
三
、
二
二
〇

頁
）

（
17
）『
同
書
』（
三
、
二
一
九
頁
）

（
18
）
事
後
で
は
あ
る
が
、「
祐
天
寺
秘
書
之
内
抜
書
」『
祐
天
寺
史

資
料
集
』（
三
、
二
八
一
～
二
頁
）
に
清
寿
院
と
宝
寿
院
が
祐

天
の
臨
終
に
奇
瑞
を
見
た
話
を
香
残
が
聞
書
し
て
い
る
。

（
19
）「
阿
弥
陀
寺
書
上
」『
先
祖
書
』（
米
沢
市
上
杉
博
物
館
蔵
）

（
（（
）
石
川
達
也
「
祐
天
と
光
寿
院
～
十
八
檀
林
に
残
さ
れ
た
位
牌

を
め
ぐ
っ
て
～
」『
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』（
三
十

四
、
平
成
二
十
四
年
）

（
（1
）「
開
山
畧
事
跡
」『
祐
天
寺
史
資
料
集
』（
一
、
四
七
頁
）

（
（（
）「
目
黒
祐
天
寺
定
書
」『
同
書
』（
四
上
、
七
六
頁
）

（
（3
）「
明
顕
山
祐
天
寺
永
代
式
條
」『
同
書
』（
四
上
、
四
〇
三
頁
）

（
（（
）「
明
顕
山
六
時
勤
行
定
規
」『
同
書
』（
四
上
、
三
八
四
頁
）

（
（（
）
元
禄
四
年
建
立
群
馬
県
富
岡
市
七
日
市
金
剛
院
の
千
日
総
回

向
祐
天
名
号
石
塔
、
元
禄
十
三
年
建
立
静
岡
県
島
田
市
向
島
大

善
寺
の
一
万
日
回
向
祐
天
名
号
石
塔
、
享
保
十
六
年
建
立
栃
木

県
大
田
原
市
黒
羽
常
念
寺
の
一
万
日
回
向
祐
天
名
号
石
塔
な
ど

を
確
認
し
て
い
る
。
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（
（6
）
弘
化
２
年
（
一
八
四
五
）
建
立
い
わ
き
市
平
九
品
寺
の
別
時

念
仏
二
万
五
千
日
回
向
祐
天
名
号
石
塔
、
明
治
十
一
年
（
一
八

七
八
）
頃
建
立
東
京
都
八
王
子
市
極
楽
寺
の
歯
吹
如
来
常
念
仏

供
養
祐
天
名
号
石
塔
な
ど
が
あ
る
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１　

発
表
趣
旨

　

本
発
表
は
、
修
士
論
文
の
調
査
報
告
を
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

昨
年
に
引
き
続
き
、
狩
野
川
台
風
時
に
お
け
る
僧
侶
の
活
動
を
報

告
す
る
。
昨
年
の
報
告
で
は
、
被
災
後
の
遺
体
へ
の
追
悼
や
身
元
確

認
な
ど
に
活
動
し
た
僧
侶
に
つ
い
て
報
告
を
し
た
。
本
発
表
で
は
、

同
災
害
で
被
災
し
た
後
の
活
動
に
つ
い
て
、
地
元
僧
侶
よ
り
聞
き
取

り
を
お
こ
な
い
、
そ
の
慰
霊
祭
な
ど
に
つ
い
て
の
報
告
を
す
る
。

　

1
―
1　

研
究
目
的

　

昨
年
の
東
日
本
大
震
災
以
降
、「
災
害
と
宗
教
」
と
い
う
テ
ー
マ

が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
中
で
、
私
の
研
究
対
象
は
台
風
災
害
で

あ
る
。
本
年
も
沖
縄
地
方
を
大
型
台
風
が
襲
い
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
な
ど

の
水
害
も
頻
発
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
中
で
、
過
去
の
台
風
災
害
に

対
し
て
宗
教
、
宗
教
者
が
ど
の
様
に
対
応
を
し
た
の
か
検
証
、
再
評

価
し
、
宗
教
学
的
視
点
を
通
じ
て
考
察
、
研
究
し
て
い
く
。

　

ま
た
、「
宗
教
の
社
会
貢
献
」
と
い
う
視
点
か
ら
も
「
災
害
と
宗

教
」
を
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。「
宗
教
の
社
会
貢
献
」

に
関
し
て
は
、
櫻
井
義
秀
・
稲
場
圭
信
編
『
社
会
貢
献
す
る
宗
教*1

』

が
先
行
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
稲
場
圭
信
氏
は
「
宗

教
の
社
会
貢
献
」
を
こ
う
定
義
す
る
。

　

宗
教
者
、
宗
教
団
体
、
あ
る
い
は
宗
教
と
関
連
す
る
文
化
や

思
想
な
ど
が
、
社
会
の
様
々
な
領
域
に
於
け
る
問
題
の
解
決
に

寄
与
し
た
り
、
人
々
の
生
活
の
質
の
維
持･

向
上
に
寄
与
し
た

災
害
と
宗
教

─
狩
野
川
台
風
を
事
例
に
②
─

魚　

尾　

和　

瑛
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り
す
る
こ
と
。**

そ
し
て
、「
宗
教
の
社
会
貢
献
」
の
構
成
要
素
と
し
て
８
つ
の
理
念

系
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
貢
献
の
領
域
か
ら
も
分
類
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
貢
献
領
域
の
分
類
に
於
い
て
、
緊
急
災
害

時
救
援
活
動
と
宗
教
的
儀
礼
・
行
為
・
救
済
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

災
害
に
お
け
る
宗
教
教
団
・
宗
教
者
の
活
動
は
、
宗
教
の
社
会
貢
献

と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
災
害
時
の
活
動
を
「
宗
教
の
社
会
貢
献
」
と
し
て
認

識
す
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
活
動
主
体
で
あ
る
「
宗
教
」
と
は
何
を

指
し
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
定
義
中
か
ら
は
「
宗
教
者
」、「
宗
教
団

体
」、「
宗
教
に
関
連
す
る
文
化
・
思
想
」
と
言
え
る
が
、
実
際
に
前

掲
書
の
研
究
対
象
か
ら
鑑
み
る
に
、
宗
教
教
団
・
特
定
の
宗
教
者
が

主
な
対
象
で
あ
り
、
寺
社
な
ど
の
地
域
に
根
付
い
た
宗
教
施
設
を
対

象
と
し
て
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
稲
場
氏

に
よ
る
著
書
、『
利
他
主
義
と
宗
教**

』
で
は
、
東
日
本
大
震
災
に
お

け
る
、
宗
教
者
の
活
動
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
災
害
と
宗
教
に

関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
散
見
す
る
に
唯
一
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
、

阪
神
大
震
災
の
研
究
に
お
い
て
、
国
際
宗
教
研
究
所
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
記
録
『
阪
神
大
震
災
と
宗
教*4

』
や
三
木
英
氏
ら
に
よ
る
『
復
興

と
宗
教　

震
災
後
の
人
と
社
会
を
癒
す
も
の*5

』
を
見
る
に
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
、
つ
ま
り
「
宗
教
の
社
会
貢
献
活
動
」
は
宗
教
教
団
が
行
っ

て
い
た
も
の
が
主
と
し
て
研
究
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

　

先
行
研
究
で
は
、
教
団
や
地
域
の
宗
教
者
が
特
に
注
目
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
も
、
あ
え
て
過
去
の
災
害
か
ら
、
地
域
の
宗
教
者
が

ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
、
ど
の
よ
う
な
心
情
で
災
害
と
立
ち
向
か
っ

た
の
か
を
狩
野
川
台
風
時
に
活
動
し
た
僧
侶
達
の
聞
き
取
り
か
ら
明

ら
か
に
し
、
地
域
に
根
付
い
て
活
動
を
す
る
僧
侶
を
再
評
価
し
た
い
。

　

２　

調
査
報
告

　

調
査
対
象
者
：
實
相
寺
住
職　

大
熊
俊
明
師

　

調
査
方
法
：
半
構
造
化
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査

　

大
熊
師
は
、
狩
野
川
台
風
当
時
**
歳
で
、
韮
山
中
学
校
の
教
員
を

し
て
い
た
。
ま
た
、
青
年
学
級
の
指
導
主
事
も
し
て
お
り
、
住
職
と

し
て
の
立
場
だ
け
で
な
く
、
子
供
や
青
年
学
級
に
通
う
青
年
層
、
壮

年
層
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
地
域
の
仏
教
会
で
も
活
動
し
、

仏
教
会
に
よ
る
慰
霊
祭
の
始
ま
り
か
ら
終
結
ま
で
を
知
っ
て
お
り
、

慰
霊
祭
の
終
結
の
決
断
を
下
し
て
い
る
。
慰
霊
祭
終
結
ま
で
の
歴
史

や
風
化
の
現
実
も
体
感
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
狩
野
川
台
風
を
多
角
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的
に
見
る
為
に
は
必
要
不
可
欠
な
情
報
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
。

　

2
―
1　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
聞
い
た
内
容

　

半
構
造
化
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
形
式
を
取
っ
た
の
で
、
質
問
項
目
は

*
点
に
絞
り
、
他
は
自
由
に
お
話
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

①�

遺
体
の
埋
葬
に
際
し
て
、
何
ら
か
の
宗
教
行
為
（
読
経
な
ど
）

を
行
っ
た
か
。

　

②�

僧
侶
と
し
て
特
別
何
か
行
っ
た
か
（
読
経
な
ど
の
儀
式
以
外

で
）。

　

③�

東
日
本
大
震
災
を
受
け
て
、
何
か
狩
野
川
台
風
に
つ
い
て
思
い

出
し
た
り
、
感
じ
た
こ
と
は
あ
っ
た
か
。

　

2
―
2　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
に
つ
い
て
、
そ
の
要
点
を

示
し
、
詳
細
を
記
し
て
い
く
。

①
人
的
被
害
の
有
無
と
支
援

　

床
上
浸
水
な
ど
の
被
害
が
あ
っ
た
も
の
の
、
人
的
被
害
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
人
的
被
害
が
な
か
っ
た
為
、
支
援
や
救
援
物
資
の
到

達
が
遅
か
っ
た
。
ま
た
、
東
京
な
ど
で
新
聞
に
載
っ
た
地
名
、
駅
名

へ
と
支
援
物
資
が
集
中
し
、
再
分
配
さ
れ
た
支
援
物
資
を
待
つ
し
か

出
来
な
か
っ
た
。

②
最
初
の
慰
霊
祭

　

お
寺
の
近
く
の
橋
の
た
も
と
に
、
死
体
が
多
く
引
っ
か
か
っ
た
こ

と
か
ら
数
日
以
内
に
、
地
区
の
仏
教
会
の
有
志
と
簡
単
な
慰
霊
祭
を

行
っ
た
。
こ
れ
は
、
近
隣
住
民
に
請
わ
れ
た
と
同
時
に
、
何
か
し
な

け
れ
ば
と
い
う
思
い
が
合
致
し
て
、
読
経
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

③
一
周
忌
以
降
の
慰
霊
祭
の
開
催
に
つ
い
て

　

一
周
忌
は
、
熊
坂
以
外
に
被
害
の
多
か
っ
た
南
條
地
区
の
区
長
と

遺
族
10
人
程
で
慰
霊
祭
を
開
催
し
た
。
そ
の
後
、
三
回
忌
以
降
は
町

長
や
助
役
な
ど
も
参
加
を
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、

仏
教
会
な
ど
の
働
き
か
け
に
よ
る
。

④
慰
霊
祭
（
現
狩
野
川
祭
り
）
の
開
始

　

慰
霊
祭
の
提
案
が
あ
っ
た
際
、
地
区
の
お
盆
と
旧
盆
と
で
、
ど
ち

ら
に
す
る
か
話
し
合
い
が
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
被
災
し
た
地
元
を

優
先
し
、
８
月
*
日
に
な
っ
た
。
こ
の
慰
霊
祭
は
、
町
が
予
算
を
出

し
、
町
長
の
挨
拶
や
焼
香
も
あ
り
、
慰
霊
祭
の
後
に
お
祭
り
、
花
火
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と
い
う
順
番
で
行
わ
れ
て
い
た
。
主
催
は
、
地
元
仏
教
会
で
あ
っ
た
。

⑤
慰
霊
祭
に
関
す
る
諸
問
題

　

こ
の
よ
う
に
慰
霊
祭
を
仏
教
会
主
催
で
開
催
し
て
き
た
が
、
年
々

慰
霊
祭
に
対
し
て
他
宗
教
か
ら
の
批
判
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た
、
予
算
上
の
問
題
な
ど
が
顕
在
化
し
、
予
算
も
減
少
し
て
い
っ
た
。

更
に
は
、
50
年
を
過
ぎ
て
、
住
民
の
意
識
だ
け
で
な
く
、
仏
教
会
内

部
か
ら
も
１
つ
の
区
切
り
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
出
る
よ

う
に
な
り
、
5*
年
を
区
切
り
と
し
て
慰
霊
祭
は
終
結
し
た
。
現
在
は
、

花
火
大
会
の
み
を
開
催
し
て
い
る
。
行
政
の
広
報
誌
に
は
、
狩
野
川

台
風
の
犠
牲
者
の
慰
霊
の
為
の
花
火
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑥
狩
野
川
台
風
の
風
化

　

住
民
だ
け
で
な
く
、
慰
霊
祭
を
開
催
し
て
い
た
仏
教
会
に
お
い
て

も
、
慰
霊
祭
の
終
結
が
議
題
と
な
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
大
熊
師
は

完
全
に
風
化
し
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
た
。
寺
院
も
代
替
わ
り
を

し
て
し
ま
い
、
災
害
の
記
憶
が
薄
れ
て
い
る
の
で
は
と
指
摘
し
て
い

た
。
大
熊
師
は
、
境
内
に
碑
を
建
立
し
て
災
害
の
記
憶
を
遺
そ
う
と

し
て
い
る
。

⑦
未
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
災
害

　

大
熊
氏
が
住
職
を
勤
め
る
實
相
寺
の
周
り
の
農
地
（
主
に
水
田
）

は
、
狩
野
川
台
風
で
被
災
し
た
後
、
耕
地
整
理
の
為
に
国
か
ら
資
金

を
借
り
て
お
り
、
現
在
も
支
払
を
し
て
い
る
。
そ
の
為
、
宅
地
化
な

ど
が
で
き
ず
、
未
だ
に
狩
野
川
台
風
の
被
害
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。

大
熊
氏
自
身
も
、
農
家
の
御
檀
家
さ
ん
か
ら
聞
く
ま
で
知
ら
な
か
っ

た
そ
う
で
あ
る
。

⑧
消
防
団
員
と
の
会
話

　

大
熊
氏
は
青
年
学
級
の
指
導
主
事
を
勤
め
て
い
た
の
で
、
消
防
団

員
の
学
生
か
ら
救
出
活
動
や
捜
索
活
動
な
ど
の
諸
活
動
に
つ
い
て
話

を
聞
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
助
け
よ

う
と
し
た
が
、
裸
の
女
の
人
だ
っ
た
の
で
、
助
け
な
い
で
く
れ
と
救

出
を
拒
ま
れ
、
流
さ
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ

と
で
あ
っ
た
。
消
防
団
員
は
、「
助
け
た
方
が
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
」
と
大
変
悩
ん
で
お
り
、
話
を
聞
い
て
あ
げ
た
そ
う
で
あ
る
。

⑨
牛
と
福
島

　

当
時
は
、
重
機
な
ど
も
な
く
、
牛
な
ど
を
農
耕
に
使
用
し
て
農
家

は
生
活
し
て
い
た
。
そ
の
牛
達
も
堤
防
の
決
壊
に
よ
っ
て
流
さ
れ
て
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死
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
重
機
も
な
く
、
き
ち
ん
と
葬
っ
て
あ
げ
た

か
っ
た
が
、
言
い
出
せ
な
か
っ
た
と
い
う
農
家
の
人
達
の
心
境
も
聞

い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
福
島
第
一
原
発
周
辺

の
避
難
地
域
の
牛
等
の
家
畜
の
話
を
聞
い
た
り
、
テ
レ
ビ
で
見
る
と
、

そ
れ
を
思
い
出
す
こ
と
が
あ
っ
た
。

３　

ま
と
め

　

以
上
の
調
査
か
ら
、
９
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
新
聞

や
行
政
資
料
な
ど
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
と
共
に
、
昨

年
の
調
査
と
は
違
う
視
点
が
明
ら
か
に
も
な
っ
た
。
特
に
被
災
を
し

た
が
、
人
的
被
害
が
な
く
、
火
葬
や
埋
葬
な
ど
と
い
っ
た
、
緊
急
と

し
て
必
要
と
さ
れ
た
追
悼
慰
霊
行
為
な
ど
で
は
な
く
、
連
続
的
な
慰

霊
祭
に
つ
い
て
や
、
学
校
な
ど
の
教
育
面
で
の
視
点
も
明
ら
か
に
な

っ
た
。
宗
教
者
と
し
て
の
活
動
と
地
域
の
一
員
と
し
て
の
活
動
、
そ

し
て
両
方
の
属
性
を
持
つ
活
動
が
あ
る
こ
と
に
は
、
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

４　

調
査
以
降
に
つ
い
て

　

以
上
、
昨
年
の
調
査
報
告
と
併
せ
て
、
浄
土
宗
僧
侶
の
狩
野
川
台

風
時
の
活
動
を
考
察
、
分
析
を
し
て
い
き
た
い
。
今
回
は
、
浄
土
宗

に
限
っ
て
調
査
を
実
施
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
更
に
継
続
的
に
狩
野
川

台
風
時
の
宗
教
者
の
活
動
を
調
査
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
自
宗
の
僧

侶
の
活
動
を
調
査
し
、
他
宗
派
だ
け
で
な
く
、
他
宗
教
へ
の
調
査
を

広
げ
て
い
く
こ
と
は
、
教
団
の
形
態
な
ど
に
よ
る
活
動
の
相
違
も
見

る
こ
と
が
出
来
る
可
能
性
が
示
唆
出
来
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
調
査
以
外
に
も
被
災
児
童
の
作
文
の
分
析
な
ど

を
行
っ
て
お
り
、
僧
侶
や
子
供
の
目
を
通
し
た
狩
野
川
台
風
を
分

析
・
研
究
し
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
ま
と
め
て
修
士
論
文
と
し
て
完
成

を
目
指
し
、
改
め
て
の
報
告
を
し
た
い
。

５　

こ
れ
か
ら
の
災
害

　

修
士
論
文
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
僧
侶
の
活
動
は
こ
れ
か
ら

の
災
害
へ
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
特
に
私
の
所
属
す
る
静
岡
教
区
は
、

東
海
・
東
南
海
地
震
の
到
来
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
私
達
僧
侶
の
基

盤
は
、
な
に
よ
り
も
地
域
・
地
元
で
あ
る
。
地
域
を
無
視
し
た
活
動
、

行
動
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
地
元
の
僧
侶
が
行
っ
て
き
た
災

害
へ
の
活
動
か
ら
分
析
さ
れ
る
も
の
は
、
地
元
に
則
し
た
支
援
の
方

法
で
あ
ろ
う
。
時
代
が
経
過
し
、
変
化
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
過
去

か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
来
る
で
あ
ろ
う
災

害
へ
の
準
備
と
い
う
点
で
も
、「
災
害
と
宗
教
」
の
研
究
は
進
め
ら
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れ
る
べ
き
で
あ
る
。

1*
『
社
会
貢
献
す
る
宗
教
』
櫻
井
義
秀
・
稲
場
圭
信
編　

世
界
思
想

社　

２
０
０
９

**
『
社
会
貢
献
す
る
宗
教
』p.40

**
『
利
他
主
義
と
宗
教
』　

稲
場
圭
信
著　

弘
文
堂　

２
０
１
１

4*
『
阪
神
大
震
災
と
宗
教
』
国
際
宗
教
研
究
所
編　

東
方
出
版
１
９

９
６

5*
『
復
興
と
宗
教
震
災
後
の
人
と
社
会
を
癒
や
す
も
の
』
三
木
英
編

著　

東
方
出
版　

２
０
０
１
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江
戸
時
代
津
軽
領
内
の
特
例
的
浄
土
宗
寺
院
の
系
譜

―
二
河
山
万
日
堂
白
道
院
―

遠　

藤　

聡　

明

一　

基
礎
資
料
、
補
足
資
料

　

年
来
江
戸
時
代
の
青
森
県
西
部
（
旧
津
軽
領
）
の
浄
土
宗
諸
寺
院

の
動
向
を
調
査
し
た
中
で
、
言
及
し
て
い
な
い
事
項
が
い
く
つ
か
あ

る
。
本
稿
で
は
明
治
維
新
期
に
廃
寺
と
な
っ
た
白
道
院
を
取
り
上
げ

る
。
基
礎
資
料
と
し
て
は
『
弘①

前
藩
庁
日
記
』（
以
下
『
國
日
記
』）

で
あ
る
が
、
さ
ら
に
以
下
の
資
料
で
補
足
、
補
完
を
試
み
た
。

　
『
浄②

土
宗
諸
寺
院
縁
起
』　

元
禄
一
四
（
一
七
〇
一
）、
貞
昌
寺
八

世
清
南
。
元
禄
六
年
、
藩
政
当
局
か
ら
寺
院
の
歴
史
の
書
出
を
提
出

す
る
よ
う
要
請
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
の
浄
土

宗
分
。
い
わ
ゆ
る
『
蓮
門
精
舎
旧
詞
』
と
異
な
る
開
創
年
次
を
記
す

も
の
も
少
な
く
な
い
。
白
道
院
の
開
創
を
知
る
好
個
の
資
料
。

　
『
諸③

願
諸
伺
留
帳
』　

安
政
七
～
明
治
四
（
一
八
六
〇
～
七
一
）、

寺
社
方
（
社
寺
方
）
寺
社
か
ら
の
願
い
出
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
次

第
に
政
令
も
記
さ
れ
て
内
容
は
多
彩
で
あ
る
。
神
仏
分
離
に
よ
り
岩

木
山
神
社
別
当
を
解
か
れ
た
真
言
宗
百
澤
寺
か
ら
出
さ
れ
た
例
年
の

祈
祷
を
従
来
通
り
行
な
っ
て
良
い
か
と
の
問
い
合
わ
せ
は
、
別
当
寺

院
が
即
座
に
廃
寺
で
は
な
か
っ
た
様
子
が
知
ら
れ
て
興
味
深
い
。

　
『
寺④

社
後
住
願
留
』　

慶
応
二
～
明
治
四
（
一
八
六
六
～
七
一
）、

寺
社
方
（
記
録
署
）。
寺
社
の
転
住
情
況
の
記
録
。
次
の
も
の
と
比

べ
て
簡
略
で
あ
る
。
第
二
冊
の
明
治
四
年
分
は
寺
社
方
が
記
録
署
と

改
称
し
た
た
め
の
分
冊
で
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど
が
社
人
関
係
で
あ
る
。

　
『
社⑤

寺
隠
居
跡
職
後
住
願
留
』　

明
治
二
～
四　

社
寺
方
（
記
録

署
）。
寺
社
の
転
住
情
況
の
記
録
。
結
果
的
に
無
住
と
な
り
隣
寺
に

併
合
さ
れ
た
事
例
が
曹
洞
宗
と
浄
土
宗
に
複
数
み
ら
れ
る
。

　

明
治
初
年
の
資
料
は
多
い
が
、
本
稿
で
は
他
を
扱
わ
な
か
っ
た
。
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こ
こ
で
必
ず
し
も
神
仏
分
離
の
全
容
を
要
し
な
い
こ
と
に
よ
る
。

二　

白
道
院
の
概
略

　

白
道
院
に
つ
い
て
は
『
弘⑥

藩
明
治
一
統
誌
』
社
寺
院
雑
報
録
に
、

「
従
来
津
軽
郡
無
縁
死
亡
ノ
者
取
扱
ヒ
回
向
供
養
ス
ル
導
場
ナ
リ
明

治
三
年
無
住
ノ
為
廃
寺
セ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
初
中
期
の

認
識
に
よ
る
簡
潔
な
記
述
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
適
切
で
は
な
い
。

　
「
津
軽
郡
無
縁
死
亡
ノ
者
」
は
他
領
か
ら
の
行
き
倒
れ
等
を
想
起

さ
せ
る
が
、
江
戸
時
代
の
旅
人
は
寺
請
証
文
等
の
携
行
を
要
し
た
。

旅
先
で
の
死
人
は
所
持
証
文
の
記
載
に
よ
り
当
該
宗
派
の
寺
院
に
埋

葬
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
白
道
院
が
他
領
か
ら
の
客
死
を
一
手
に
引

き
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し

一⑦�

⑦三
奉
行
申
出
候
、
是
迄
白
道
院
ニ
而
御
養
之
者
共
（
後
略
）

と
い
う
記
事
が
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
七
月
に
あ
り
、
直
後
の

一⑧�

⑦（
前
略
）
秋
田
袖
之
も
の
共
於
白
道
院
御
養
被　

仰
付
候
者

之
内
病
死
之
者
為
菩
提
（
後
略
、
六
項
に
詳
述
）

と
合
わ
せ
見
る
と
、
こ
の
頃
に
は
体
調
不
良
の
旅
人
は
白
道
院
で
の　

療
養
が
常
態
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
初
の
機
縁
は
駆
け
込　

み
と
仮
想
す
る
に
せ
よ
、
白
道
院
施
行
取
置
役
と
い
う
役
職
が
置
か　

れ
た
以
上
、
行
政
の
指
示
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
を
道
場
で
あ
る
と
す
る
の
は
性
格
付
け
と
し
て
お
か
し
い
が
、

白
道
院
は
も
と
も
と
不
断
念
仏
の
道
場
と
し
て
、
他
領
か
ら
来
訪
の

僧
に
よ
り
開
創
さ
れ
た
。『
浄
土
宗
諸
寺
院
縁
起
』
に
み
ら
れ
る
元

禄
六
年
（
一
六
九
三
）
に
一
万
日
に
達
し
た
不
断
念
仏
は
、
元
文
五

年
（
一
七
四
〇
）
の
二
万
八
千
日
ま
で
『
國
日
記
』
に
記
事
が
み
ら

れ
る
。
千
日
の
時
点
で
貞
昌
寺
七
世
頓
誉
門
龍
が
二
河
山
万
日
堂
白

道
院
と
命
名
し
て
い
る
が
、
寺
格
を
持
た
な
い
庵
の
待
遇
で
あ
っ
た
。

三　

�

念
仏
道
場
と
し
て
推
移
し
た�

　
　
　
　
　

一
六
〇
〇
年
代
の
白
道
院

　
『
浄
土
宗
諸
寺
院
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、
会
津
若
松
の
僧
浄
誉
欣
求

が
誓
願
寺
に
来
訪
、
二
年
の
滞
在
後
貞
昌
寺
に
移
住
し
て
別
時
念
仏

の
道
場
を
求
め
、
町
奉
行
か
ら
土
手
町
大
橋
下
東
方
に
庵
地
を
割
り

当
て
ら
れ
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
春
、
七
間
九
間
の
堂
を
建
立

し
た
と
あ
る
。
同
七
年
四
月
に
念
仏
回
向
は
一
千
日
に
及
ん
だ
が
、

「
四
方
田
地
中
ニ
而
参
詣
往
還
不
得
自
由
」
と
し
て
替
地
を
願
い
出
、

同
八
年
九
月
下
旬
、
平
地
に
先
の
堂
を
移
設
し
た
と
す
る
。
こ
の
場

所
は
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
の
『
弘⑨

前
惣
御
絵
図
』
に
よ
り
、
新

寺
町
遍
照
寺
の
北
東
裏
手
の
南
溜
池
淵
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

欣
求
の
入
寂
は
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
九
月
一
二
日
と
い
う
。
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民
間
の
記
録
『
永⑩

禄
日
記
』
に
「
萬
日
念
仏
堂
願
主
言
語
坊
死
ス
」

と
あ
る
の
は
こ
の
欣
求
の
こ
と
で
あ
る
。
二
世
は
当
国
所
生
の
心
誉

順
故
、
三
世
は
最
上
の
円
誉
宗
欣
と
次
第
し
、
四
世
の
江
戸
の
正
誉

覚
入
が
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
七
間
四
面
の
堂
宇
を
造
営
す
る
。

翌
年
の
一
万
日
（
通
算
）
を
経
て
同
七
年
、
上
方
に
遍
参
し
た
覚
入

は
慈
覚
大
師
作
二
尺
五
寸
の
阿
弥
陀
像
を
入
手
、
観
音
勢
至
と
と
も

に
十
月
十
日
、
増
上
寺
貞
誉
了
也
大
僧
正
の
開
眼
に
あ
ず
か
る
。
善

導
法
然
両
大
師
は
知
恩
院
白
誉
秀
道
大
僧
正
よ
り
開
眼
を
賜
り
、
と

も
に
下
向
し
て
安
置
し
た
と
伝
え
る
。
後
年
の
蓮
池
へ
の
影
響
が
感

じ
ら
れ
る
。
ま
た
『
永
禄
日
記
』
は
元
禄
六
年
四
月
一
五
日
の
こ
と

と
し
て
万
日
回
向
の
賑
わ
い
を
伝
え
て
い
る
。

　

前
述
『
永
禄
日
記
』
以
外
に
以
上
に
言
及
す
る
記
録
は
み
ら
れ
な

い
。『
新⑪

撰
陸
奥
国
誌
』
の
白
道
院
の
項
は
『
浄
土
宗
諸
寺
院
縁
起
』

の
読
み
下
し
を
修
文
し
た
も
の
で
、
文
中
の
「
今
」
は
元
禄
五
年
と

な
る
。

四　

�

異
な
る
面
が
加
わ
っ
た
一
七
〇
〇
年
代
の
白
道
院

　

一
八
世
紀
に
入
り
、『
國
日
記
』
に
記
録
が
あ
ら
わ
れ
る
。
一
七

日
や
三
七
日
の
回
向
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
不
断
念
仏
が
千
日
単
位
の

区
切
り
に
達
し
た
時
に
行
な
わ
れ
た
例
も
多
い
。
こ
れ
は
白
道
院
が

本
来
希
求
し
た
、
独
自
の
宗
教
活
動
で
あ
っ
た
。

　

新
た
な
性
格
の
付
与
と
み
ら
れ
る
も
の
が
、
土
手
町
金
屋
を
常
宿

と
す
る
秋
田
の
久
右
衛
門
に
同
道
し
た
長
兵
衛
が
病
死
、
遺
骸
は
白

道
院
へ
と
の
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
の
一
件
で
あ
る
。
続
く
寛

保
元
年
（
一
七
四
一
）
七
月
二
日
の

一⑫�

⑦貞
昌
寺
申
立
候
者
、
拙
僧
末
庵
念
佛
堂
表
通
非
人
倒
死
罷
有

候
、
御
見
分
之
上
相
替
儀
無
之
候
ハ
ヽ
片
付
候
様
申
付
之
、

見
分
之
儀
大
目
付
エ
申
遣
之

は
、「
無
縁
死
亡
ノ
者
取
扱
」
と
い
う
役
割
の
確
定
と
い
え
よ
う
。

享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
一
二
月
に
命
ぜ
ら
れ
た
疫
病
平
癒
百
万
遍

や
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
八
月
の
同
年
一
月
大
地
震
の
死
者
追

善
別
時
は
、
そ
の
流
れ
に
添
っ
た
法
会
で
も
あ
る
。
た
だ
し
前
者
は

施
餓
鬼
流
潅
頂
と
い
う
白
道
院
単
独
で
は
な
し
得
な
い
法
会
が
付
加

さ
れ
て
い
て
、
弘
前
城
下
の
浄
土
宗
全
体
の
行
事
と
な
る
。
後
者
は

遍
照
寺
が
先
行
、
奥
内
（
青
森
市
）
清
岸
寺
が
続
行
し
た
法
会
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
も
白
道
院
限
定
の
開
筵
で
は
な
い
。
欣
求

の
五
〇
回
忌
に
あ
た
る
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
三
月
二
四
日
か
ら

の
三
七
日
念
仏
は
、
当
然
な
が
ら
白
道
院
独
自
の
も
の
で
あ
る
。　　

　

寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
九
月
、
焼
失
し
て
い
た
誓
願
寺
の
檀
中

か
ら
白
道
院
の
本
尊
を
と
懇
請
さ
れ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
本
稿
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で
は
割
愛
す
る
。

五　

替
地
願
却
下
か
ら
新
寺
町
表
通
り
へ
の
移
転

　

享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）、
白
道
院
よ
り
替
地
願
が
出
さ
れ
る
。

貞
昌
寺
を
通
じ
た
そ
の
申
し
出
は
地
勢
的
要
因
で
は
な
く
、
近
年
の　

困
窮
に
よ
り
町
方
の
諸
役
を
勤
め
が
た
い
と
い
う
社
会
的
な
事
情
で　

あ
っ
た
。
替
地
は
却
下
、
町
役
減
免
の
措
置
が
な
さ
れ
た
。

　

明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
は
「
数⑬

十
年
大
破
」
を
杉
二
本
、
胡

桃
一
本
の
支
給
を
願
い
出
て
修
繕
に
努
め
た
の
で
あ
る
が
、
三
年
後

に
方
針
が
転
換
さ
れ
る
。
明
和
九
年
九
月
、

一⑭�

⑦白
道
院
申
立
候
、
此
度
檀
家
之
助
力
ヲ

以
建
立
仕
度
志
願
ニ

御
座
候
処
、
是
迄
之
場
所
一
宗
並
合
見
入
茂
不
宜
候
ニ
付
、

観
音
堂
並
合
ニ
相
立
申
度
、
寺
地
繰
替
之
儀
申
出
之
、
四
奉

行
并
屋
敷
奉
行
エ
沙
汰
申
付
候
処
、
差
障
之
儀
無
之
旨
申
出

候
ニ
付　

作
兵
衛
エ
達
之
、
願
之
通
申
付
之
（
下
略
）

と
あ
っ
て
、
貞
昌
寺
門
前
遍
照
寺
東
隣
へ
の
移
転
が
認
め
ら
れ
た
。

実
際
の
移
転
は
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
で
、
そ
の
時
に
立
木
の
処

理
の
不
手
際
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。「
必
竟
旅
僧
故
不
案
内
ニ
而
」

と
の
釈
明
は
逃
げ
口
上
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、「
此
度
者
御
用
捨
」

で
容
認
さ
れ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。　　
　
　
　
　

六　

�

社
会
の
俗
化
を
反
映
し
た�

　
　
　
　
　

一
八
〇
〇
年
代
の
白
道
院

　

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）、
白
道
院
の
境
内
に
赤
子
が
捨
て
ら
れ

る
。
い
つ
の
世
に
も
あ
り
得
る
こ
と
で
さ
ぞ
先
例
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
が
、
白
道
院
へ
と
い
う
必
然
性
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

　

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）、
白
道
院
で
療
養
し
て
い
た
者
が
死
亡

す
る
。
同
人
は
「
秋⑯

田
者
之
内
綴
子
村
ノ
」
と
あ
る
の
で
、
複
数
の

滞
在
者
が
い
た
と
知
ら
れ
る
。
江
戸
の
明
暦
の
大
火
以
降
、
災
害
時

に
一
時
的
に
御
救
い
小
屋
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
白
道

院
は
常
設
の
小
屋
の
役
目
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ほ
ど
な
く
、
そ
の
役
割
か
一
時
解
除
さ
れ
る
。
同
年
七
月
、

一⑰�

⑦三
奉
行
申
出
候
、
是
迄
白
道
院
ニ
而
御
養
之
者
共
頃
日
楮
町

エ
引
移
ニ
付
左
ニ
申
上
候

一�

御
養
之
者
病
死
之
節
者
、
和
徳
村
専
修
庵
エ
葬
方
被
仰
付
候

様
一�

白
道
院
エ
詰
合
足
軽
目
付
并
大
組
諸
手
足
軽
、
其
外
町
同
心

共
迄
是
迄
之
通
相
勤
候
様
、
尤
足
軽
目
付
之
儀
者
兼
而
申
出

茂
御
座
候
間
、
居
勤
御
用
捨
之
上
昼
夜
時
々
相
見
舞
、
猶
飡

料
相
渡
候
節
者
是
迄
之
通
立
合
候
様
、
尤
白
道
院
御
手
入
迄
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者
日
数
茂
御
座
候
間
掃
除
申
付
、
相
済
候
処
ニ
而
御
達
可
申

上
候
に
付
其
節
貞
昌
寺
エ
御
引
渡
被　

仰
付
候
様
（
下
略
）

さ
ら
に
五
日
後
に
は

（
上⑱

略
）
秋
田
袖
乞
之
も
の
共
於
白
道
院
御
養
被
仰
付
候
者
之

内
病
死
之
者
為
菩
提
、
盆
中
於
同
寺
貞
昌
寺
エ
施
餓
鬼
供
養
被

仰
付
度
旨
私
共
迄
申
出
候
間
可
被
仰
付
候
哉
、
左
候
者
右
供
物

料
并
為
布
施
料
銀
三
枚
貞
昌
寺
エ
被
下
置
候
様
、�

猶
右
之
趣
寺

社
奉
行
エ

被　

仰
付
候
様
、
扨
又
楮⑲

町
ニ

罷
有
候
内
親
類
結
縁

知
寄
之
者
共
、
供
養
之
節
参
詣
勝
手
次
第
被
仰
付
候
様
（
下

略
）

と
あ
っ
て
、
白
道
院
で
病
養
の
者
は
楮
町
へ
、
死
亡
者
は
和
徳
村
専

修
庵
で
、
過
去
せ
る
者
は
施
餓
鬼
供
養
、
白
道
院
常
駐
の
足
軽
目
付

は
非
常
勤
と
い
っ
た
処
遇
の
変
更
が
行
な
わ
れ
た
。
楮
町
と
は
飢
饉

の
お
り
に
施
行
小
屋
が
置
か
れ
た
新
楮
町
と
み
ら
れ
、
専
修
庵
と
は

現
在
の
弘
前
駅
を
挟
ん
で
南
北
に
ほ
ぼ
等
距
離
の
位
置
に
あ
た
る
。

　

救
護
所
的
な
機
能
の
当
座
の
回
避
は
、
行
政
の
支
援
や
出
資
が
期　

待
で
き
な
い
と
い
う
事
態
を
招
い
た
。
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）、

閏
九
月
と
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
二
月
に
寺
廻
損
傷
あ
る
い
は
大

破
の
修
復
と
の
名
目
で
、
寺
社
の
資
金
調
達
の
手
段
と
し
て
こ
の
頃

流
行
し
た
弘
め
札
（
富
籤
）
興
行
申
し
出
の
や
む
な
き
に
至
る
。

七　

明
治
維
新
期
で
の
廃
寺
の
様
相

　

白
道
院
は
「
明
治
三
年
無
住
ノ
タ
メ
廃
寺
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の

経
緯
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
大
ま
か
に
は
神
仏
分
離
の
動
き
の
中
で

つ
い
で
に
整
理
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
実
情
は
そ
う
で
は
な
い
。

　

神
社
の
別
当
寺
院
は
別
当
職
を
解
か
れ
、
多
く
は
そ
の
配
下
の
塔

頭
寺
院
の
多
く
と
と
も
に
廃
寺
と
な
っ
た
。
一
連
の
人
事
に
先
行
し

て
、
無
住
と
な
っ
た
弘
前
城
下
の
小
規
模
寺
院
が
隣
寺
に
併
合
と
い

う
事
例
が
明
治
二
年
、
曹
洞
宗
と
浄
土
宗
に
二
件
ず
つ
あ
る
。
し
か

し
白
道
院
は
明
治
四
年
二
月
に
百
万
遍
、
四
月
に
施
餓
鬼
の
願
い
出

が
『
諸
願
諸
伺
留
帳
』
に
み
ら
れ
、
こ
の
時
点
ま
で
は
存
続
し
て
い

る
。
つ
ま
り
明
治
三
年
に
無
住
を
理
由
に
廃
寺
と
な
っ
た
の
で
は
な

い
。

　

津
軽
領
内
に
は
寛
文
以
降
に
白
旗
派
僧
の
開
創
に
な
る
小
寺
院
が

白
道
院
を
含
め
て
三
か
寺
あ
り
、
僧
禄
貞
昌
寺
の
配
下
と
な
っ
た
。

こ
の
う
ち
摂
取
院
は
文
化
年
間
か
ら
名
越
派
僧
が
転
入
、
現
存
す
る
。

白
狐
寺
は
文
政
年
代
以
降
白
旗
僧
に
よ
る
相
続
が
で
き
ず
に
、
名
越

派
の
住
職
歴
が
な
い
か
ご
く
浅
い
者
が
名
目
上
兼
帯
し
て
神
仏
分
離　

ま
で
つ
な
い
で
き
た
。
白
道
院
は
四
代
の
覚
入
ま
で
白
旗
僧
に
よ
り　

継
承
さ
れ
た
が
、
以
降
は
明
確
で
は
な
い
。
既
述
の
「
旅
僧
故
」
と
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は
、
そ
の
安
永
二
年
時
点
で
は
他
領
出
身
ら
し
き
白
旗
派
住
持
が
い

た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
頃
か
ら
他
領
出

身
者
を
排
斥
す
る
よ
う
な
動
き
が
み
ら
れ
、
他
の
二
寺
の
例
か
ら
も

白
道
院
だ
け
が
名
越
派
僧
の
何
ら
か
の
関
与
介
入
な
く
維
持
さ
れ
た

と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
そ
の
形
跡
は
目
下
確
認
で
き
な
い
。

　

弘
前
新
寺
町
遍
照
寺
に
古
め
か
し
い
閻
魔
堂
が
現
存
す
る
。
こ
れ

が
白
道
院
の
も
の
と
知
る
人
も
少
な
く
な
っ
た
。
界
隈
は
夏
の
は
じ　

め
に
宵
宮
で
賑
わ
う
。
遍
照
寺
、
稲
荷
神
社
、
最
勝
院
（
真
言
宗
智

山
派
、
旧
大
円
寺
）
と
西
か
ら
東
へ
向
か
う
日
程
で
行
な
わ
れ
て
い

る
。
維
新
の
諸
事
情
を
み
る
時
、
こ
れ
ら
は
本
来
白
道
院
の
、
白
狐

寺
の
、
そ
し
て
牛
頭
天
王
社
の
祭
礼
が
祭
主
を
失
い
、
現
地
残
存
寺

社
の
行
事
と
し
て
継
承
さ
れ
た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。

註①
～
⑤　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

⑥　

旧
津
軽
藩
士
内
藤
官
八
郎
著
。
原
本
一
七
巻
は
国
立
史
料
館
蔵
。

第
一
三
巻
に
明
治
二
五
年
六
月
と
あ
る
が
、
他
巻
の
成
立
は
特

定
困
難
。
青
森
県
立
図
書
館
双
書
第
二
十
二
集
、
昭
和
五
八
年
。

⑦　
『
國
日
記
』
天
保
五
年
七
月
六
日
条
。

⑧　
『
國
日
記
』
天
保
五
年
七
月
十
一
条
。

⑨　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

⑩　

青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
編
み
ち
の
く
叢
書
第
一
巻
五
八
頁
。

⑪　

岸
俊
武
編
。
原
本
九
〇
巻
は
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
。
前
出
み
ち

の
く
叢
書
第
一
六
巻
、
三
〇
五
頁
。

⑫　
『
國
日
記
』
寛
保
元
年
七
月
二
日
条
。

⑬　
『
國
日
記
』
明
和
六
年
五
月
二
十
四
日
条
。

⑭　
『
國
日
記
』
明
和
九
年
九
月
二
十
九
日
条
。

⑮　
『
國
日
記
』
安
永
二
年
五
月
二
十
三
日
条
。

⑯　
『
國
日
記
』
天
保
五
年
四
月
二
十
一
日
条
。

⑰　
『
國
日
記
』
天
保
五
年
七
月
六
日
条
。

⑱　
『
國
日
記
』
天
保
五
年
七
月
十
一
条
。

⑲　

字
訓
は
「
こ
う
ぞ
」�

で
あ
る
が
、「
こ
う
じ
」
ま
ち
と
呼
び
な

ら
わ
さ
れ
て
い
る
。



─ 157 ─

震
災
時
の
悲
嘆
ケ
ア

大　

河　

内　

大　

博

1
．
は
じ
め
に

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
深
い
悲
し
み
は
、
日
本
に
住
ま
う
多
く
の

人
々
に
大
き
な
衝
撃
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
死
の
横
た
わ
る
有

限
な
る
生
の
な
か
に
あ
っ
て
、
大
切
な
人
と
の
別
れ
は
誰
し
も
経
験

し
な
が
ら
生
を
営
む
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
未
曾
有
の
大
量
死
の

現
実
に
出
会
っ
た
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
は
、
日
常
と
は
異
な
っ
た

深
い
悲
し
み
が
こ
み
上
げ
て
き
、
そ
れ
故
、
そ
の
悲
し
み
を
見
つ
め

て
い
く
過
程
も
ま
た
、
複
雑
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
か
、
阪

神
・
淡
路
大
震
災
の
時
に
、「
ト
ラ
ウ
マ
」「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」「
こ

こ
ろ
の
ケ
ア
」
が
一
般
的
な
用
語
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
対

比
さ
れ
る
よ
う
に
、
東
日
本
大
震
災
で
、「
悲
嘆
ケ
ア
（
グ
リ
ー
フ

ケ
ア
：grief care

）」
が
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
見
方
が
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
背
景
か
ら
、
本
稿
で
は
震
災
時
に
お
け
る
悲
嘆
ケ
ア
の

特
徴
を
整
理
し
つ
つ
、
地
震
発
生
後
ど
の
よ
う
な
悲
嘆
ケ
ア
が
実
践

さ
れ
て
き
た
か
を
見
て
い
き
た
い
。

2
．
悲
嘆
ケ
ア
に
つ
い
て

2-

1
．
喪
失
（loss

）
と
悲
嘆

　

現
在
、
わ
が
国
で
用
い
ら
れ
て
い
る
悲
嘆
ケ
ア
と
い
う
言
葉
の
多

く
は
、
死
別
の
喪
失
体
験
に
基
づ
く
悲
し
み
へ
の
ケ
ア
（
＝
死
別
ケ

ア
：bereavem

ent care

）
と
ほ
ぼ
同
義
語
で
あ
る
と
い
う
特
徴

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
喪
失
体
験
と
は
、
死
別
だ
け
で
な
く
、

①  

離
別
（
離
婚
、
失
恋
、
失
踪
、
裏
切
り
な
ど
の
人
間
関
係

の
破
綻
）

② 
所
有
物
の
喪
失
（
財
産
、
仕
事
、
ペ
ッ
ト
、
思
い
出
な
ど
）

③ 

環
境
の
喪
失
（
転
居
、
転
勤
、
転
校
な
ど
）
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④ 

役
割
の
喪
失
（
子
ど
も
の
自
立
、
退
職
な
ど
）

⑤ 
自
尊
心
の
喪
失
（
名
誉
、
名
声
、
プ
ラ
イ
ド
な
ど
）

⑥  
身
体
の
喪
失
（
病
気
、
怪
我
、
身
体
の
一
部
の
喪
失
、
老

化
な
ど
）

⑦ 

社
会
生
活
の
安
心
・
安
全
の
喪
失１

と
い
っ
た
多
岐
に
亘
り
、
私
た
ち
の
人
生
と
は
こ
う
し
た
喪
失
体
験

の
連
続
の
な
か
に
あ
る
。

　

喪
失
を
経
験
す
る
と
、
個
人
差
は
あ
れ
ど
も
、
感
情
的
反
応
（
抑

う
つ
、
悲
し
み
、
絶
望
、
怒
り
な
ど
）、
認
知
的
反
応
（
故
人
を
想

う
こ
と
へ
の
没
頭
、
故
人
の
現
存
感
、
無
力
感
な
ど
）、
行
動
的
反

応
（
動
揺
、
緊
張
、
泣
き
叫
ぶ
な
ど
）、
生
理
的
・
身
体
的
反
応

（
食
欲
不
振
、
睡
眠
障
害
、
活
力
の
喪
失
な
ど
）２

と
い
っ
た
心
理
的

社
会
的
、
時
に
宗
教
的
で
あ
っ
た
り
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
反
応
を

示
す
。
た
だ
、
こ
う
い
っ
た
反
応
は
、
た
だ
ち
に
「
治
療
」
が
必
要

と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
愛
着
あ
る
人
・
物
、
当
た
り
前
に
あ
る
と

思
っ
て
い
た
日
常
が
壊
れ
て
い
く
な
か
で
見
ら
れ
る
上
述
の
よ
う
な

反
応
の
多
く
は
、
自
然
な
反
応
で
あ
り
、「
健
康
的
な
悲
嘆
反
応
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
ウ
ォ
ー
デ
ン
は
、
一
般
的
な
悲
嘆
反
応
は
病
気
で
は

な
い
た
め
、“
悲
嘆
の
修
復
”
や
“
悲
嘆
の
回
復
”
と
い
う
言
葉
で

は
な
く
、“
喪
失
状
況
へ
の
適
応
（adaptation

）”
と
い
う
言
葉
を

使
用
す
る
こ
と
を
進
め
て
い
る３

。

　

実
際
の
ケ
ア
の
方
法
と
し
て
は
、
大
別
し
て
、
共
感
的
傾
聴
（
寄

り
添
う
、
見
守
る
、
語
る
「
場
」
の
提
供
な
ど
）、
心
理
療
法
的
介

入
、
医
療
的
介
入
の
三
通
り
が
あ
る
が
、
医
療
的
介
入
の
投
薬
な
ど

は
別
と
し
て
、
基
本
的
に
は
、
悲
嘆
を
抱
え
る
人
の
語
り
に
真
摯
に

耳
を
傾
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
ア
プ
ロ
ー
チ
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

2-

2
．　
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
喪
失
の
特
徴

　

震
災
に
よ
る
喪
失
が
日
常
の
私
た
ち
の
生
に
横
た
わ
っ
て
い
る
喪

失
と
異
質
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
も
が
直
感
的
に
理
解
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
喪
失
が
一
人
の
人
間
に
一
度
に
押
し
寄
せ

る
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
今

回
の
地
震
と
津
波
に
よ
っ
て
、
愛
す
る
人
の
喪
失
、
家
や
建
物
の
喪

失
、
故
郷
の
喪
失
、
大
切
に
し
て
い
た
も
の
や
思
い
出
の
品
の
喪
失
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
喪
失
、
仕
事
の
喪
失
な
ど
、
こ
れ
ら
を
一
瞬
に
し

て
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
複
合
的
喪
失
体
験
に
お
か
れ
た
こ
と

が
、
大
き
な
特
徴
で
あ
る４

。
そ
の
た
め
、
よ
り
悲
嘆
の
反
応
が
複
雑

化
し
、
病
理
的
に
な
っ
た
り
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
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高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る５

。

　

ま
た
、
行
方
不
明
者
が
ま
だ
数
多
く
あ
り
、
死
因
の
多
く
が
溺
死

で
、
損
傷
が
激
し
い
遺
体
と
の
対
面
を
迫
ら
れ
る
こ
と
が
、
複
雑
化

し
た
悲
嘆
を
引
き
起
こ
す
危
険
性
を
高
め
て
い
る
。
特
に
、
大
切
な

人
が
行
方
不
明
で
あ
る
こ
と
で
、
現
実
を
ど
う
受
け
と
め
て
良
い
の

か
、
そ
の
行
方
を
待
つ
家
族
の
悲
嘆
を
さ
ら
に
複
雑
な
も
の
に
す
る
。

地
震
発
生
か
ら
の
日
を
重
ね
る
毎
に
、
理
屈
で
は
「
生
存
は
ほ
ぼ
絶

望
的
」
と
分
か
っ
て
い
て
も
、「
も
し
か
し
た
ら
、
ど
こ
か
で
生
き

て
い
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
願
い
を
持
ち
続
け
る
。

「
遺
体
を
見
る
ま
で
は
信
じ
な
い
」
と
言
い
切
る
家
族
も
あ
れ
ば
、

「
遺
体
は
見
つ
か
ら
な
い
が
、
も
う
お
葬
儀
を
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
」

と
踏
ん
切
り
を
つ
け
よ
う
と
す
る
家
族
も
あ
る
。
こ
う
し
た
複
雑
な

悲
嘆
を
、
ポ
ー
リ
ン
・
ボ
ス
は
「
あ
い
ま
い
な
喪
失
（am

biguous 
loss

）」
と
名
付
け
、「
喪
失
の
中
で
、
も
っ
と
も
デ
ィ
ス
ト
レ
ス
に

み
ち
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
た
だ
痛
ま
し
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

し
ば
し
ば
見
逃
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
誤
診
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な

症
状
を
見
出
す
だ
ろ
う
」６

と
指
摘
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
、
震
災
に
よ
っ
て
遺
族
と
な
っ
た
人
は
、「
被
災
者
」

と
「
遺
族
」
の
二
重
の
苦
し
み
の
な
か
に
あ
る
た
め
、
生
活
再
建
が

優
先
さ
れ
る
こ
と
で
、
死
別
の
悲
し
み
と
向
き
合
う
機
会
も
余
裕
も

な
く
、
悲
嘆
が
長
期
化
し
た
り
、
複
雑
化
し
や
す
く
な
る
と
も
言
わ

れ
て
い
る７

。

　

今
回
の
震
災
を
機
に
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
遺
族
の
半
数
以
上

の
人
が
、「
つ
ら
さ
や
悔
し
さ
が
再
び
こ
み
上
げ
て
き
た
」（
56
・
6

％
）
や
「
亡
く
な
っ
た
人
の
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
が
増
え
た
」

（
53
・
6
％
）
と
答
え
て
お
り８

、
十
数
年
を
経
っ
て
も
、
同
じ
よ
う

な
大
規
模
の
震
災
が
日
本
に
お
い
て
起
こ
る
度
に
悲
嘆
が
よ
み
が
え

っ
た
り
、
増
し
た
り
す
る
危
険
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
、
震
災
時

の
悲
嘆
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。

2-

3
．
災
害
遺
族
の
悲
嘆
ケ
ア
の
ポ
イ
ン
ト

　

心
療
内
科
を
専
門
と
し
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
、
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線

脱
線
事
故
の
遺
族
へ
の
悲
嘆
ケ
ア
を
実
践
し
て
き
た
村
上
典
子
は
、

災
害
遺
族
の
悲
嘆
ケ
ア
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い

る９

。
① 

遺
族
の
悲
嘆
へ
の
基
本
的
理
解
と
姿
勢

　
 

遺
族
の
傷
は
決
し
て
「
元
ど
お
り
」
に
な
ら
な
い
と
い
う
姿

勢
と
悲
嘆
の
個
別
性
の
尊
重
。
深
い
心
の
傷
に
触
れ
る
た
め

の
「
安
全
の
確
保
」

② 

傾
聴
、
共
感
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遺
族
自
身
の
語
り
を
通
じ
て
、「
心
に
お
ち
る
」
こ
と
が
重

要
で
、
そ
の
た
め
に
「
そ
っ
と
寄
り
添
う
」
と
い
う
姿
勢
が

重
要
。
た
だ
し
、
自
責
の
念
が
強
い
場
合
は
、
修
正
す
る
サ

ポ
ー
ト
も
必
要

③ 

遺
族
自
身
も
気
づ
い
て
い
な
い
悲
嘆
に
配
慮
す
る

　

 

遺
族
自
身
も
気
づ
か
ず
、
心
の
奥
底
に
押
し
込
め
て
い
る
可

能
性
が
あ
り
、
不
用
意
に
踏
み
込
ま
な
い

④ 

相
手
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
る

　

 

情
報
提
供
や
経
済
的
支
援
・
生
活
支
援
な
ど
、
現
実
的
な
相

手
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
る

⑤ 

ケ
ア
す
る
側
の
限
界
を
知
る

　

 

自
分
の
限
界
や
適
正
を
知
り
、
必
要
な
場
合
は
適
切
な
専
門

家
に
つ
な
げ
る

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
遺
族
の
語
り
を
「
待
つ
」

姿
勢
が
肝
要
で
あ
り
、
支
援
を
押
し
つ
け
て
無
理
に
聞
き
出
し
た
り
、

暴
露
療
法
的
に
た
だ
語
れ
ば
癒
し
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
点

が
重
要
な
視
点
で
あ
る１
０
。

3
．
東
日
本
大
震
災
時
の
悲
嘆
ケ
ア

3-

1
．
誰
が
担
っ
た
か

　

で
は
、
実
際
に
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
悲
嘆
ケ
ア
が
な
さ
れ
て
き

た
の
か
。
地
震
発
生
直
後
、
初
動
よ
り
医
療
チ
ー
ム
に
、「
こ
こ
ろ

の
ケ
ア
班
」
が
創
設
さ
れ
た
り
、
医
師
団
の
要
請
を
受
け
て
日
本
臨

床
心
理
士
会
が
臨
床
心
理
士
を
派
遣
し
た
り
す
る
な
ど
、
心
理
的
ケ

ア
、
精
神
的
ケ
ア
の
な
か
で
、
悲
嘆
ケ
ア
も
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え

る
。

　

だ
が
、
悲
嘆
ケ
ア
の
根
幹
が
「
耳
を
傾
け
寄
り
添
う
こ
と
（
＝
共

感
的
傾
聴
）」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
こ
こ
ろ
の

ケ
ア
」
の
専
門
家
が
担
っ
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
避
難
所
な
ど
で

の
支
援
活
動
や
復
旧
・
復
興
支
援
活
動
を
通
し
て
育
ま
れ
た
“
人
と

人
”
と
の
交
流
に
よ
っ
て
自
然
と
行
わ
れ
た
被
災
者
の
心
の
癒
し
こ

そ
が
、
今
日
ま
で
の
悲
嘆
ケ
ア
の
中
核
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

た
だ
「
私
に
何
か
で
き
な
い
か
」
と
の
一
心
で
、
何
で
も
屋
に
な

っ
て
、
出
来
る
こ
と
を
支
援
し
、
顔
見
知
り
に
な
っ
て
、「
ま
た
来

ま
す
」
と
挨
拶
を
交
わ
す
交
流
を
通
し
て
、
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
と
語
ら

れ
る
震
災
の
経
験
に
、
た
だ
た
だ
う
な
ず
き
、
涙
す
る
し
か
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
そ
の
支
援
者
の
姿
こ
そ
、
悲
嘆
ケ
ア
の
実
践
者
と
し
て

の
姿
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

3-
2
．
想
い
を
語
る
「
場
」
の
創
設

　

そ
う
し
た
い
わ
ば
「
ま
る
ご
と
」
被
災
者
の
困
っ
て
い
る
こ
と
に
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関
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
自
然
と
な
さ
れ
て
い
た
悲
嘆
ケ
ア
か
ら
、

徐
々
に
意
識
的
に
想
い
を
語
る
場
が
創
設
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
良

い
例
が
、
喫
茶
な
ど
の
、
集
い
、
自
然
な
会
話
が
出
来
る
「
場
」
の

立
ち
上
げ
で
あ
る
。
浄
土
宗
で
は
「
浜
○
カ
フ
ェ
」、
超
宗
派
・
超

教
派
で
は
、「Café de M

onk

」
な
ど
が
そ
の
良
い
例
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
喫
茶
で
は
、
お
茶
や
お
菓
子
の
提
供
を
通
し
て
、
引
き

こ
も
り
が
ち
な
被
災
者
を
「
外
」
の
空
気
へ
と
誘
い
、
会
話
の
機
会

を
紡
い
で
い
く
。
無
論
、
そ
こ
で
自
分
の
こ
と
を
語
る
こ
と
は
強
要

さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
語
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
ず
、
で
も
、
そ
っ
と

そ
ば
に
い
て
く
れ
る
人
が
い
る
場
が
、
被
災
者
に
と
っ
て
「
安
全
」

な
場
に
感
じ
た
時
、
ポ
ツ
リ
と
言
葉
が
こ
ぼ
れ
、
そ
れ
を
漏
れ
こ
ぼ

さ
ず
に
聴
き
入
れ
る
人
が
必
ず
横
に
い
る
場
は
、
ま
さ
に
悲
嘆
ケ
ア

の
実
践
の
場
で
あ
る
と
い
え
る
。

3-

3
．�

専
門
家
、
当
事
者
に
よ
る
分
か
ち
合
い
の
会
の
活
用
・

立
ち
上
げ

　

死
別
の
悲
し
み
を
癒
す
場
と
し
て
、
専
門
家
が
当
事
者
を
集
め
フ

ァ
シ
リ
テ
ー
ト
す
る
サ
ポ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
や
、
当
事
者
の
み
で
語
り

合
う
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
・
グ
ル
ー
プ
が
各
地
に
あ
る
が
、
被
災
地
周

辺
に
あ
っ
た
こ
う
し
た
分
か
ち
合
い
の
グ
ル
ー
プ
が
、
被
災
者
の
悲

嘆
ケ
ア
へ
と
動
き
出
し
た
ケ
ー
ス
も
報
告
さ
れ
て
い
る１
１
。

　

た
だ
、「
同
じ
経
験
を
し
た
か
ら
こ
そ
分
か
り
合
え
る
」
こ
と
が

癒
し
と
な
る
分
か
ち
合
い
の
会
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
地
域
で
、
顔
見

知
り
の
人
が
い
る
な
か
で
は
な
か
な
か
機
能
し
な
い
。
仙
台
グ
リ
ー

フ
ケ
ア
研
究
会
の
高
橋
聡
美
は
、
南
三
陸
で
開
催
し
た
分
か
ち
合
い

の
会
で
は
、
参
加
者
が
知
り
合
い
で
あ
る
こ
と
が
守
秘
義
務
の
原
則

を
担
保
さ
れ
に
く
く
し
て
し
ま
い
、
参
加
者
が
い
な
い
状
況
が
続
い

て
中
止
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
を
報
告
し
て
い
る１
２

。

　

一
方
で
、
仙
台
市
、
石
巻
市
、
気
仙
沼
市
な
ど
で
分
か
ち
合
い
の

会
を
開
催
し
て
い
る
「
つ
む
ぎ
の
会
」
で
は
、
参
加
者
の
大
切
な
ケ

ア
の
場
と
し
て
機
能
し
て
お
り１
３

、
こ
の
よ
う
な
分
か
ち
合
い
の
会
は
、

今
後
さ
ら
に
増
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
の
課
題
と
し

て
、
グ
ル
ー
プ
を
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
で
き
る
専
門
性
を
持
っ
た
人
材

の
養
成
が
急
務
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

3-

4
．
僧
侶
の
「
あ
り
の
ま
ま
の
姿
」
に
よ
る
悲
嘆
ケ
ア

　

被
災
地
を
中
心
に
、
多
く
の
寺
院
が
本
堂
を
避
難
所
と
し
て
被
災

者
に
開
放
し
た
。
気
仙
沼
市
で
被
災
者
に
本
堂
を
開
放
し
た
淨
念
寺

の
高
橋
一
世
上
人
は
、

震
災
直
後
、
淨
念
寺
に
は
避
難
す
る
方
々
が
続
々
と
集
ま
り
ま

し
た
。
雪
の
舞
う
と
て
も
寒
い
中
、
津
波
に
追
わ
れ
衣
服
を
濡

ら
し
な
が
ら
淨
念
寺
を
頼
ら
れ
る
方
々
に
本
堂
を
開
放
す
る
こ
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と
に
何
の
迷
い
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た１
４

と
述
懐
し
て
い
る
。「
被
災
者
」
で
も
あ
る
被
災
地
の
僧
侶
は
、
自

ら
の
生
活
を
後
回
し
に
し
て
、
檀
信
徒
の
た
め
、
地
域
の
人
々
の
た

め
に
身
も
心
を
砕
い
て
き
た
。

　

同
じ
く
被
災
者
に
寺
院
を
開
放
し
た
石
巻
市
の
洞
源
院
住
職
の
言

葉
は
重
く
胸
に
響
く
。

悲
し
み
の
ケ
ア
な
ん
て
、
で
き
な
い
。
で
き
る
の
は
、
涙
を
共

に
流
し
、
供
養
を
し
て
あ
げ
、
悲
し
み
を
共
に
す
る
こ
と
。
そ

し
て
、
次
に
進
め
る
た
め
の
心
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
だ
け
。

本
堂
で
葬
儀
を
終
え
て
、
遺
族
を
庫
裡
の
私
の
部
屋
に
招
く
と
、

『
こ
れ
か
ら
、
ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
。
住
む
家
も
な
い
』

と
い
っ
た
相
談
に
な
る
。
そ
れ
で
ま
た
、
共
に
悩
ん
だ
り
、
考

え
た
り
す
る１
５
。

　

ま
た
、
先
のCafé de M
onk

の
主
宰
者
で
あ
る
栗
原
市
の
通
大

寺
住
職
金
田
諦
應
師
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
の
方
々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
聴

い
た
。
う
な
ず
き
、
涙
し
、
時
に
は
怒
り
、
そ
し
て
励
ま
し
た
。

（
中
略
）
１
人
暮
ら
し
の
老
人
が
帰
り
際
に
言
っ
た
言
葉
が
忘

れ
ら
れ
な
い
。「
和
尚
さ
ん
だ
ぢ
、
ま
た
来
て
け
ん
で
が
っ

ぺ
・
・
・
お
ら
寂
し
い
っ
ち
ゃ
」。

　

こ
れ
か
ら
が
本
番
だ
と
、
自
分
を
奮
い
立
た
せ
た
。
こ
の
大

き
な
宇
宙
の
大
き
な
命
の
つ
な
が
り
の
中
で
寂
し
い
想
い
、
つ

ら
い
想
い
を
し
て
い
る
人
が
い
る
か
ぎ
り
、
休
む
わ
け
に
は
い

か
な
い
の
だ１
６

。

　

こ
う
し
た
他
者
の
た
め
に
行
動
し
た
僧
侶
に
よ
っ
て
、
悲
嘆
ケ
ア

は
、
悲
嘆
ケ
ア
と
い
う
言
葉
も
理
論
も
ス
キ
ル
も
必
要
と
せ
ず
、
自

然
と
実
践
さ
れ
、
多
く
の
被
災
者
を
孤
立
さ
せ
ず
、
孤
独
に
せ
ず
、

そ
の
悲
し
み
と
共
に
在
る
こ
と
で
安
寧
を
与
え
て
き
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
前
述
し
た
支
援
者
に
よ
る
自
然
な
悲
嘆
ケ
ア
と
同
じ
く
、

数
々
の
被
災
地
の
僧
侶
に
よ
っ
て
、
悲
嘆
ケ
ア
が
担
わ
れ
て
き
た
こ

と
は
重
要
な
点
で
あ
り
、
同
じ
僧
侶
と
し
て
、
心
か
ら
敬
意
を
表
し

た
い
。

4
．
お
わ
り
に

　

複
合
的
喪
失
体
験
と
複
雑
化
す
る
危
険
因
子
の
高
い
震
災
時
の
悲

嘆
ケ
ア
は
、
こ
れ
ま
で
は
ま
さ
に
「
絆
」
の
な
か
で
、
専
門
家
だ
け

で
な
く
、
多
く
の
支
援
者
や
被
災
地
の
僧
侶
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き

た
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
だ
が
、
今
後
も
中
・
長
期
的
な
悲
嘆
ケ
ア
が

益
々
重
要
と
な
っ
て
く
る
な
か
、
専
門
性
を
も
っ
た
ケ
ア
提
供
者
の

充
実
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
と
併
せ
て
、
こ
れ
ま
で
通
り
、
地
域
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の
な
か
で
中
心
的
役
割
を
果
た
す
被
災
地
の
僧
侶
自
身
の
サ
ポ
ー
ト
、

あ
る
い
は
悲
嘆
ケ
ア
の
ニ
ー
ズ
の
確
認
も
ま
た
、
不
可
避
と
な
っ
て

く
る
と
思
わ
れ
る
。
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は
じ
め
に

　

嵯
峨
念
仏
房
（
一
一
五
七
～
一
二
五
一
）
は
、『
法
然
上
人
絵
伝
』

巻
四
十
八
に
よ
る
と
、
比
叡
山
天
台
宗
の
学
僧
で
あ
り
、
下
山
後
に

法
然
上
人
の
教
え
を
受
け
浄
土
信
仰
者
と
な
っ
た
こ
と
、
永
延
元
年

（
九
八
七
）、
東
大
寺
学
僧
奝
然
が
宋
よ
り
将
来
し
た
生
身
の
釈
迦
如

来
像
を
安
置
し
た
嵯
峨
清
涼
寺
近
く
の
往
生
院
に
住
し
、
人
々
に
称

名
念
仏
の
教
え
を
説
き
な
が
ら
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
。
ま
た
、

文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
の
大
原
問
答
や
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）

の
「
七
箇
条
起
請
文
」
に
署
名
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
然
上
人
と

の
結
び
つ
き
の
深
い
僧
侶
と
し
て
、
さ
ら
に
焼
失
し
た
清
涼
寺
の
再

建
に
尽
力
し
た
勧
進
僧
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
（
▼
１
）。

　

そ
の
念
仏
房
が
願
主
と
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
願
文
が
次
の
三
篇
で

あ
る
。

①  

建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
九
月
三
十
日
「
嵯
峨
念
仏
房
於
往
生

院
修
善
文
」

②  

貞
応
三
年
（
一
二
〇
四
）
二
月
「
嵯
峨
念
仏
房
誂
五
種
行
十
種

供
養
願
文
」

③  

文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）
二
月
「
嵯
峨
念
仏
房
多
宝
塔
供
養
願

文
」

　

本
論
で
は
、
願
文
が
仏
に
対
し
て
願
主
の
誓
願
を
述
べ
る
文
章
と

い
う
性
格
か
ら
、
①
「
嵯
峨
念
仏
房
於
往
生
院
修
善
文
」（
以
下
、

「
念
仏
房
願
文
」
と
記
す
）
を
取
り
上
げ
、
念
仏
房
が
法
然
上
人
か

ら
の
称
名
念
仏
の
教
え
や
、
他
の
教
理
と
極
楽
浄
土
往
生
と
の
関
係

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み

た
い
。

法
然
上
人
の
継
承
者
た
ち　
―
嵯
峨
念
仏
房
の
場
合
―

工　

藤　

和　

興
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一
．�「
嵯
峨
念
仏
房
於
往
生
院
修
善
文
」
に
み
る
阿
弥
陀

信
仰
と
釈
迦

　
「
念
仏
房
願
文
」
は
、
建
久
二
年
九
月
三
十
日
に
、
往
生
院
で
行

わ
れ
た
仏
像
造
立
供
養
の
法
要
の
際
に
作
成
さ
れ
た
願
文
で
あ
る
。

　
（
A
）
夫
釈
迦
如
来
者
、
①
尋
久
遠
劫
之
成
覚
則
在
五
百
塵
點
之

先
。
思
娑
婆
界
之
結
縁
亦
、
自
十
六
沙
弥
之
昔
、
常
在
垂
光
秋
月
雖

懸
霊
鷲
之
嶺
、
必
滅
示
理
春
煙
仮
聳
白
鶴
之
林
。
遺
身
之
舎
利
永
留
、

供
養
之
者
皆
驚
神
変
。
散
迹
之
流
布
区
分
、
受
持
之
者
必
萌
佛
智
。

是
則
末
世
之
衆
生
、
化
導
之
方
便
。

　
（
B
）
弟
子
列
遺
弟
以
為
比
丘
、
小
齢
以
攀
台
岳
。
夜
学
是
嗜
、

雖
励
蛍
雪
之
功
、
天
性
素
愚
、
難
及
鶖
露
之
智
。
何
況
不
願
顕
練
行

之
徳
兮
遇
尊
卑
之
帰
心
、
不
思
極
綱
位
之
班
兮
登
三
千
之
貫
首
。
名

利
者
出
家
之
日
皆
所
棄
也
、
何
顧
今
世
。
菩
提
者
臨
終
之
後
尤
所
期

也
、
須
営
当
来
、
②
入
念
佛
之
一
門
、
求
託
生
於
九
品
。
十
方
之
浄

刹
雖
多
、
宿
望
只
先
西
、
六
趣
之
群
類
将
救
。
善
心
偏
後
己
、
勧
三

業
相
応
之
称
念
、
為
門
心
得
益
之
因
縁
。

　
（
C
）
加
之
、
③
為
果
多
載
之
素
願
、
奉
造
如
来
之
金
容
、
以
一

尺
六
寸
之
製
、
擬
一
丈
六
尺
之
像
。
御
身
之
中
所
蔵
者
多
、
令
五
百

浄
侶
書
五
百
之
大
願
、
當
其
一
願
之
下
住
其
一
口
之
名
、
納
其
舊
願

者
、
備
其
佛
意
也
。
又
為
擬
生
身
奉
納
舎
利
、
又
法
花
経
寿
量
品
手

自
書
之
、
寶
篋
印
陀
羅
尼
教
人
書
之
、
皆
毎
写
一
字
必
致
三
禮
。
是

又
注
諸
人
之
名
奉
籠
此
像
之
内
。

　
（
D
）
奉
書
写
金
泥
観
無
量
寿
経
一
巻
、
墨
字
無
量
寿
経
二
巻
、

阿
弥
陀
経
一
巻
、
阿
弥
陀
鼓
音
聲
王
陀
羅
尼
経
一
巻
、
称
讃
浄
土
経
、

佛
攝
受
経
、
ア
ミ
タ
佛
國
十
往
生
経
一
巻
、
般
舟
三
昧
経
三
巻
、
無

量
寿
経
論
、
優
婆
提
舎
願
生
偈
一
巻
、
曇
鸞
法
師
註
解
二
巻
、
安
楽

集
二
帖
、
観
経
疏
四
帖
、
観
念
法
門
一
帖
、
法
事
讃
二
帖
、
天
台
十

疑
一
帖
、
西
方
要
決
一
帖
、
往
生
禮
讃
、
群
疑
論
、
往
生
要
集
三
帖

　
（
E
）
④
依
□
西
土
之
依
正
練
勝
抜
抽
中
府
以
書
写
、
末
法
万
年

餘
経
悉
滅
。
弥
陀
一
教
利
物
偏
増
、
専
信
此
事
所
発
我
願
也
。
窮
愁

已
盡
之
朝
、
吉
曜
相
應
之
天
、
近
栖
霞
寺
兮
修
之
。
功
徳
隣
有
、

臥
雲
侶
兮
啓
之
、
弁
説
如
湧
、
月
已
為
九
月
兮
、
三
長
月
之
□
善
殊

勝
、
日
又
為
卅
日
矣
、
六
斎
日
之
修
因
異
他
。
弟
子
之
所
企
、
諸
佛

其
捨
諸
。
⑤
然
則
答
宿
善
而
幸
値
難
徳
之
教
門
、
先
報
釈
尊
之
大
恩
、

信
誠
言
而
欲
往
易
往
之
浄
土
。
盍
叶
弥
陀
之
本
誓
、
夢
後
若
有
如
思

證
果
之
縁
者
、
必
不
漏
與
善
之
群
輩
兮
可
済
度
。
斯
中
若
有
先
我
得

脱
之
人
者
、
必
不
忘
勧
他
之
素
意
兮
令
引
導
。
所
顕
之
尊
、
所
写
之

教
、
留
在
南
浮
、
宜
利
後
人
、
禮
此
尊
之
輩
、
披
此
文
之
類
、
祈
本

願
之
増
進
、
思
他
生
之
値
遇
。
⑥
抑
胎
卵
湿
化
之
中
、
生
死
流
転
之
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間
、
誰
人
非
生
々
之
父
母
、
何
處
無
世
々
之
形
骸
、
不
遺
一
物
、
皆

預
餘
薫
、
敬
白
。

　
　

建
久
二
年
九
月
日　
　

佛
子
□
□
敬
白
（
▼
２
）

（
A
）
の
「
久
遠
劫
の
成
覚
」「
五
百
塵
點
」
は
、『
法
華
経
』
如
来

寿
量
品
に
説
か
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
久
遠
実
成
を
意
味
し

て
い
る
。
如
来
寿
量
品
は
、
成
仏
後
に
短
期
間
で
多
く
の
菩
薩
を
教

化
し
た
仏
は
釈
迦
以
外
に
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
弥
勒
の
問
い
に
、

釈
迦
が
、「
我
実
に
成
仏
し
て
よ
り
こ
の
か
た
無
量
無
辺
百
千
万
億

那
由
他
劫
な
り
（
▼
３
）」

と
説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
は
釈
迦
は
遠
い
昔

に
成
仏
し
て
い
る
が
、
釈
迦
が
永
遠
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
、
衆

生
の
中
に
菩
提
心
を
起
こ
さ
な
い
者
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、

あ
た
か
も
娑
婆
世
界
に
誕
生
し
成
道
後
に
亡
く
な
っ
た
か
の
よ
う
に

振
る
舞
う
こ
と
で
、「
釈
迦
は
こ
の
世
に
は
も
う
い
な
い
の
だ
」
と

い
う
思
い
を
抱
か
せ
、
結
果
菩
提
心
を
生
じ
さ
せ
る
の
だ
と
い
う
。

　

願
文
は
、
久
遠
実
成
と
と
も
に
釈
迦
が
衆
生
の
た
め
に
「
十
六
沙

弥
」（
十
六
羅
漢
）
を
残
し
た
と
も
記
す
。『
大
阿
羅
漢
難
提
密
多
羅

所
説
法
住
記
』
に
よ
る
と
、
十
六
羅
漢
は
釈
迦
よ
り
滅
後
の
法
の
護

持
を
委
嘱
さ
れ
た
仏
弟
子
で
あ
る
か
ら
、
願
文
は
、
久
遠
実
成
の
釈

迦
が
、
十
六
羅
漢
を
娑
婆
世
界
に
遣
わ
せ
る
こ
と
で
、
永
遠
に
法
が

説
か
れ
続
け
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、「
遺
身
の
舎
利
」
が
「
永
く
留
ま
り
」、
そ
れ
を
「
受
持

す
る
者
」
は
「
佛
智
」
を
得
る
と
さ
れ
、
そ
れ
こ
そ
が
釈
迦
の
「
末

世
衆
生
の
化
導
の
方
便
」
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
（
B
）
で
は
、
念
仏
房
が
な
ぜ
極
楽
浄
土
往
生
を
希
求
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
そ
の
理
由
が
語
ら
れ
て
い
る
。
念
仏
房
は

若
く
し
て
出
家
の
志
が
あ
っ
た
こ
と
、「
三
千
の
貫
主
」（
天
台
座

主
）
へ
登
る
と
い
う
煩
悩
を
捨
て
去
り
、
た
だ
「
善
心
偏
に
己
を
後

と
し
、
三
業
相
応
の
称
念
を
勧
」
め
「
九
品
」「
宿
望
」
の
た
め
に

「
念
仏
の
一
門
」
へ
と
入
っ
た
と
い
う
（
▼
４
）。

そ
れ
は
自
ら
の
往
生
と
と

も
に
他
者
を
念
仏
に
よ
っ
て
浄
土
往
生
へ
と
導
き
た
い
と
い
う
誓
願

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
具
体
的
な
仏
教
的
作
善
は
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
と
念
仏
房

は
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。（
C
）
に
は
、
自
他
の
浄
土
往
生
の
「
素

願
」
を
果
た
す
た
め
に
「
一
尺
六
寸
」
の
仏
像
を
造
立
し
た
こ
と
、

仏
像
体
内
に
「
蔵
す
る
所
の
者
多
し
」
と
納
入
品
が
籠
め
ら
れ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
五
百
の
浄
侶
を
し

て
、
五
百
の
大
願
を
書
か
し
む
」
と
、
五
百
人
の
僧
侶
の
名
前
と
誓

願
が
納
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。「
五
百
の
大
願
」
は
、
北
涼
曇
無

讖
訳
『
悲
華
経
』
巻
第
七
「
諸
菩
薩
本
授
記
品
」
に
記
さ
れ
た
釈
迦

が
前
世
で
立
て
た
「
広
大
無
量
に
し
て
五
百
の
誓
願
を
作
し
お
わ
り
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ぬ（
▼
５
）」
の
引
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
念
仏
房
や
僧
侶
た
ち
の
誓
願
が

「
其
の
舊
願
を
納
め
る
は
、
其
れ
佛
意
を
備
う
る
」
と
、
釈
迦
の
誓

願
と
同
じ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

続
け
て
、「
生
身
に
擬
せ
ん
が
為
に
舎
利
を
奉
納
し
、
又
法
花
経

寿
量
品
手
自
ら
書
し
、
寶
篋
印
陀
羅
尼
を
し
て
人
を
書
か
し
む
」
と

仏
像
に
舎
利
が
納
入
さ
れ
る
こ
と
で
清
涼
寺
の
釈
迦
如
来
像
と
同
じ

く
生
身
の
仏
と
な
る
こ
と
、
念
仏
房
は
『
法
華
経
』
如
来
寿
量
品
を
、

結
縁
者
に
よ
っ
て
『
寶
篋
印
陀
羅
尼
経
』
が
書
写
さ
れ
、「
諸
人
の

名
を
注
し
」
像
内
に
「
籠
め
奉
」
っ
た
と
い
う
。

　

上
述
し
た
よ
う
に
如
来
寿
量
品
は
、
釈
迦
の
永
遠
性
を
説
か
れ
た

経
典
で
あ
る
が
、『
寶
篋
印
陀
羅
尼
経
』
は
、
経
典
は
実
は
舎
利
そ

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
法
舎
利
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
ら
を
仏
像
内
に
納
入
す
る
こ
と
で
、
生
身
の
仏
が
永
遠
に
法
を

説
き
続
け
る
の
だ
と
理
解
さ
れ
た
。

　

舎
利
や
交
名
帳
を
仏
像
内
へ
と
納
入
す
る
作
善
の
方
法
は
、
平
安

末
期
よ
り
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
法
然
上
人
の
弟
子
源

智
が
、
法
然
上
人
の
一
周
忌
に
合
わ
せ
て
多
く
の
結
縁
者
を
募
り
造

立
し
た
滋
賀
県
玉
桂
寺
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
、
そ
の
体
内
か
ら
約
四

万
六
千
人
も
の
交
名
と
願
文
が
発
見
さ
れ
た
。
願
文
に
は
そ
の
理
由

が
、「
先
師
の
恩
徳
を
報
ぜ
ん
と
欲
し
、
此
の
仏
像
の
像
中
に
数
万

人
の
姓
名
を
納
む
」
と
、
結
縁
者
の
名
前
を
阿
弥
陀
仏
と
法
然
上
人

へ
捧
げ
る
こ
と
は
全
人
格
を
布
施
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と
記
す
（
▼
６
）。

ま
た
、
奥
健
夫
氏
は
、
鎌
倉
期
よ
り
増
加
し
て
い
く
願
文
や
交
名
、

骨
、
髪
な
ど
の
身
体
の
一
部
の
像
内
納
入
と
い
う
方
法
が
、
仏
像
の

体
内
を
清
浄
な
空
間
と
み
な
し
、
全
人
格
を
象
徴
す
る
名
前
や
身
体

の
一
部
を
籠
め
る
こ
と
で
浄
土
往
生
を
願
っ
た
と
い
う
北
宋
式
作
善

の
影
響
が
見
て
取
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
▼
７
）。

　
（
D
）
は
、
念
仏
房
に
よ
っ
て
供
養
さ
れ
た
経
典
等
が
列
記
さ
れ

て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
そ
の
大
半
が
極
楽
浄
土
往
生
と
称
名
念

仏
の
重
要
性
を
記
し
た
テ
ク
ス
ト
が
中
心
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

　

そ
も
そ
も
平
安
期
の
浄
土
信
仰
の
特
色
は
臨
終
来
迎
で
あ
っ
た
か

ら
、
観
想
念
仏
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
（
▼
８
）。
ま
た
、
法
会
で
供
養
さ
れ

る
浄
土
経
典
も
『
阿
弥
陀
経
』
と
『
法
華
経
』
と
の
併
用
が
主
で
あ

り
、
平
安
末
期
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿

経
』
が
単
独
で
の
書
写
供
養
が
行
わ
れ
、
や
が
て
鎌
倉
初
期
に
浄
土

三
部
経
が
書
写
供
養
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

で
は
念
仏
房
は
、
な
ぜ
称
名
念
仏
を
説
く
浄
土
経
典
等
を
中
心
に

書
写
供
養
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
念
仏
房
は
、

「
末
法
万
年
の
餘
経
悉
く
滅
す
、
弥
陀
一
教
の
利
物
偏
に
増
す
」
か
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ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
末
法
」
の
時
代
に
は
「
餘
経
」
は

す
べ
て
滅
し
、「
弥
陀
一
教
」
だ
け
が
残
さ
れ
、
衆
生
済
度
が
行
わ

れ
る
と
い
う
。
そ
の
「
弥
陀
一
教
」
が
書
写
供
養
さ
れ
た
浄
土
経
典

等
で
あ
り
、
そ
の
阿
弥
陀
仏
の
教
え
こ
そ
が
、「
釈
尊
の
大
恩
に
報

ひ
、
誠
言
を
信
じ
て
易
往
の
浄
土
に
往
か
む
と
欲
す
」
と
、
釈
迦
が

本
当
に
説
き
た
か
っ
た
教
え
（「
誠
言
」）
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
釈

迦
に
対
す
る
「
大
恩
」
に
報
い
る
た
め
に
、
釈
迦
が
説
き
示
し
た
称

名
念
仏
に
よ
る
浄
土
往
生
の
教
え
を
継
承
す
る
「
我
が
願
を
起
こ
」

し
た
こ
と
に
な
る
。

　

念
仏
と
釈
迦
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
③
「
念
仏
房
多
宝
塔
供
養
願

文
」
に
も
、「
念
仏
は
如
来
の
使
な
り
」「
念
仏
は
諸
衆
の
師
な
り
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
法
華
経
』
法
師
品
の
「
我
が
滅
度
の

後
に
能
く
竊
か
に
、
一
人
の
た
め
に
も
、
法
華
経
の
乃
至
一
句
を
説

か
ば
、
当
に
知
る
べ
し
、
こ
の
人
は
則
ち
如
来
の
使
に
し
て
、
如
来

に
遣
さ
れ
、
如
来
の
事
を
行
ず
る
な
り
」
と
、
釈
迦
の
教
え
を
伝
え

る
人
が
「
如
来
の
使
」
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
願
文
で
は
、
そ

の
主
語
を
「
念
仏
」
と
す
る
こ
と
で
、
釈
迦
が
説
い
た
教
え
の
中
心

が
実
は
念
仏
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
▼
９
）。

　

続
け
て
「
念
仏
房
願
文
」
は
、
死
後
（「
夢
後
」）
必
ず
衆
生
済
度

を
行
う
こ
と
、
も
し
自
分
よ
り
先
に
「
得
脱
」
の
者
が
い
た
な
ら
ば
、

そ
の
者
は
必
ず
他
者
を
引
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
記
さ
れ
る
。

そ
の
衆
生
済
度
の
範
囲
は
、「
生
死
流
転
の
間
、
誰
人
か
生
々
の
父

母
に
非
ざ
ら
ん
」
と
、
血
縁
関
係
等
の
限
定
的
な
人
間
の
枠
組
み
を

超
え
た
、
時
間
的
空
間
的
に
制
限
さ
れ
な
い
広
範
囲
な
衆
生
に
対
す

る
報
恩
で
あ
り
、
全
て
の
存
在
が
極
楽
浄
土
往
生
の
対
象
と
な
る
の

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

念
仏
房
は
、
念
仏
の
教
え
と
深
い
帰
依
を
述
べ
つ
つ
も
、
当
時
の

在
家
社
会
の
中
で
す
で
に
慣
れ
親
し
ま
れ
て
い
た
『
法
華
経
』
の
教

え
も
ま
た
念
仏
往
生
を
助
け
て
く
れ
る
教
え
で
あ
る
こ
と
を
、『
法

華
経
』
如
来
寿
量
品
に
説
か
れ
る
釈
迦
の
永
遠
性
に
よ
っ
て
説
明
し

よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
久
遠
実
成
で
あ
る
釈
迦
が
な
ぜ
娑
婆
世
界

に
現
れ
、
舎
利
と
い
う
姿
に
な
っ
て
ま
で
娑
婆
世
界
に
留
ま
っ
て
い

る
の
か
の
意
味
を
、
釈
迦
が
本
当
に
説
き
た
か
っ
た
こ
と
が
念
仏
と

極
楽
浄
土
へ
の
往
生
で
あ
っ
た
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

　

念
仏
房
に
と
っ
て
、『
法
華
経
』
は
念
仏
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。『
法
華
経
』
は
、
実
は
久
遠
の
昔
か
ら
釈
迦
が
説
い
て

い
た
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
助
け
て
く
れ
る
教
え
で
あ
り
、
念
仏
を
唱

え
る
こ
と
の
重
要
性
を
書
写
供
養
し
た
経
典
等
で
明
か
し
な
が
ら
、
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そ
の
教
え
を
説
く
こ
と
こ
そ
が
釈
迦
の
出
世
の
本
懐
だ
と
考
え
、
生

身
の
釈
迦
如
来
像
が
安
置
さ
れ
た
清
涼
寺
や
嵯
峨
往
生
院
が
浄
土
往

生
が
説
か
れ
続
け
て
い
る
中
心
地
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）
塚
本
善
隆
「
嵯
峨
清
涼
寺
史
平
安
朝
篇
―
棲
霞
、
清
涼
二
寺

盛
衰
考
―
」（『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
第
七
巻
、
大
東
出
版
会
、

一
九
七
五
年
、
初
出
は
『
佛
教
文
化
研
究
』
五
、
一
九
五
五
年

十
一
月
）、
三
田
全
信
「
嵯
峨
念
仏
房
と
清
涼
寺
」（『
鷹
陵
史

学
』
一
、
一
九
七
五
年
三
月
）、
伊
藤
唯
真
『
浄
土
宗
の
成
立

と
展
開
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）、
中
野
正
明
「
嵯
峨

往
生
院
念
仏
房
に
つ
い
て
」（『
法
然
遺
文
の
基
礎
的
研
究
』
法

蔵
館
、
一
九
九
四
年
、
初
出
は
『
佛
教
論
叢
』
二
八
、
一
九
八

四
年
三
月
）。

（
２
）
本
文
の
引
用
は
、『
続
群
書
類
従
』
第
二
十
八
輯
「
願
文
集
」

に
よ
る
。
た
だ
し
誤
字
は
改
め
た
。

（
３
）『
法
華
経
』（
岩
波
文
庫
）

（
４
）「
嵯
峨
念
仏
房
多
宝
塔
供
養
願
文
」
に
も
、
念
仏
房
は
自
ら
の

名
前
の
由
来
を
「
念
を
以
て
名
と
為
し
、
仏
を
以
て
字
と
為

す
」「
修
す
る
所
は
念
仏
三
昧
、
入
る
所
は
念
仏
一
門
な
り
」

と
述
べ
て
い
る
。

（
５
）
大
正
蔵
第
三
巻
。

（
６
）
中
田
薫
「
コ
ム
メ
ン
ダ
チ
オ
と
名
簿
捧
呈
の
式
」（『
法
制
史

論
集
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
）、
工
藤
美
和
子

「
勢
観
房
源
智
「
阿
弥
陀
如
来
造
立
願
文
」
の
中
の
法
然
」

（『
佛
教
文
化
研
究
』
五
六
、
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
７
）
奥
健
夫
「
銘
文
と
納
入
品
」（『
清
涼
寺
釈
迦
如
来
像
』〈
日
本

の
美
術
〉
五
一
三
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）

（
８
）
梯
信
暁
『
奈
良
・
平
安
期
浄
土
教
展
開
論
』（
法
蔵
館
、
二
〇

〇
八
年
）

（
９
）
工
藤
美
和
子
「
日
本
中
世
の
願
文
・
表
白
と
浄
土
三
部
経
」

（『
佛
教
論
叢
』
五
三
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
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一
、
は
じ
め
に

　

浄
土
宗
二
祖
聖
光
上
人
（
以
下
祖
師
の
敬
称
略
）
は
法
然
の
直
弟

子
と
し
て
活
躍
し
た
祖
師
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
鎌
倉
期
の
社

会
の
中
で
聖
光
の
活
動
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
が
論
じ
ら
れ
ず
に
い
る
。
そ
こ
で
、
以
前
私
は
聖
光
の
活
動
が

当
時
の
社
会
、
こ
と
に
九
州
北
部
の
社
会
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
九
州
北
部
に
は
南
都
や
京
都
の
社

寺
の
勢
力
が
お
よ
び
な
が
ら
も
、
九
州
を
拠
点
と
す
る
仏
教
組
織
の

影
響
が
強
く
、
ま
た
叡
山
の
影
響
の
少
な
い
地
域
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る１

。
そ
し
て
、
聖
光
は
こ
う
し
た
社
会

の
中
で
活
動
す
る
僧
達
を
意
識
し
た
主
張
を
行
っ
て
い
る
の
か
ど
う

か
と
い
う
視
点
か
ら
、『
浄
土
宗
要
集
』、『
徹
選
択
集
』、『
念
仏
名

義
集
』
に
見
ら
れ
る
諸
思
想
に
つ
い
て
、
恐
ら
く
は
そ
れ
ら
の
僧
を

意
識
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
を
指
摘
し

た
こ
と
が
あ
る２

。
本
稿
で
は
こ
の
作
業
に
引
き
続
き
、『
浄
土
宗
名

目
問
答
』『
念
仏
三
心
要
集
』『
念
仏
往
生
修
行
門
』
に
焦
点
を
当
て
、

九
州
の
仏
教
組
織
に
属
す
る
よ
う
な
僧
達
を
意
識
し
た
主
張
が
見
ら

れ
る
の
か
を
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

二
、『
念
仏
三
心
要
集
』（
一
巻
）

〈
成
立
の
年
時
と
撰
述
の
意
図
〉

　
『
念
仏
三
心
要
集
』（
以
下
『
三
心
要
集
』）
の
撰
述
の
意
図
に
つ

い
て
は
、
前
半
部
に

弟
子
弁
阿
弥
陀
仏
ハ
、
故
法
然
上
人
ヨ
リ
、
如
レ

此
種
種
ニ

念
仏
ノ

法
門
ヲ
受
伝
テ
候
也
。
日
本
国
ノ
一
切
人
人
ヲ
奉
レン
カ
助
為
ニ
、
年
七

聖
光
の
当
時
の
仏
教
に
対
す
る
主
張

―
『
浄
土
宗
名
目
問
答
』『
念
仏
三
心
要
集
』『
念
仏
往
生
修
行
門
』
を
め
ぐ
っ
て
―

郡　

嶋　

昭　

示
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旬
ニ

成
テ
、
最
後
ノ

化
導
ト

存 

、
ワ
ナ
ヽ
ク
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
注
シ

置
候

也
。

（
浄
全
一
〇
・
三
八
九
頁
下
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、
自
身
は
法
然
よ
り
こ
れ
ま
で
書
き
記
し
た
よ
う

に
念
仏
の
法
門
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
年
七
旬
（
七
十

歳
）
と
な
っ
た
た
め
に
筆
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は

日
本
の
一
切
の
人
々
を
助
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、「
念
仏
の
門
に
入
っ
た
者
を
す

べ
て
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
念
仏
の
門
に
入
っ
て
い
な
い
者
を

も
念
仏
の
門
に
導
こ
う
と
す
る
意
思
が
う
か
が
え
、『
三
心
要
集
』

は
念
仏
門
に
入
っ
て
は
い
な
い
多
く
の
者
へ
向
け
た
も
の
で
も
あ
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

〈
釈
迦
・
弥
陀
・
諸
仏
に
叶
っ
た
教
え
〉

　

で
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
主
張
が
み
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、

ま
ず
、『
三
心
要
集
』
で
は
深
心
を
説
く
部
分
で
、「
其
の
信
心
に
付

て
五
あ
り
」
と
い
っ
て
、
次
の
四
義
を
説
示
し
て
い
る
。

一
ニ
ハ
、
本
師
釈
迦
如
来
出
世 

説
キ
給
フ
ニ
、
一
代
五
十
箇
年
ノ
間
ノ

御
法
ノ
中
ニ
、
尋
常
ノ
御
法
ニ
ハ
念
仏 

極
楽
ニ
生
ト
云
事
ヲ
説
給
ヘ
リ
。

故
此
御
法
ヲ
信
ス
ヘ
シ
。

二
ニ
ハ
、
阿
弥
陀
仏
ノ
四
十
八
願
ヲ
発
給
ヘ
ル
、
第
十
八
ノ
願
ハ
是
念

仏
往
生
ノ
本
願
ヲ
信
ス
ル
故
也
。
所
謂
阿
弥
陀
仏
ノ
本
願
ノ
意
ハ
、
十

方
世
界
ノ
衆
生
、
我
カ
名
号
ヲ
唱
ヘ
ン
者
、
我
カ
浄
土
ニ
往
生
セ
サ
セ

ン
ト
誓
ヒ
玉
ヘ
リ
、
此
阿
弥
陀
仏
ノ

本
願
ヲ

信
ス
ル
ヲ

深
信 

云
ヒ
、
深

心 

申
候
也
。

三
ニ
ハ
、
六
方
恒
沙
ノ
諸
仏
ノ
証
誠
ヲ
信
ス
ル
故
也
。
所
謂
釈
迦
仏
阿

弥
陀
経
ヲ
説
キ
給
シ
時
、
六
方
恒
沙
ノ
諸
仏
舌
相
ノ
神
変
ヲ
現 

言
ハ
ク
、

釈
迦
念
仏
往
生
ヲ

説
給
フ

虚
キ

事
ヲ

説
給
ハ
ス
、
誠
実
ノ

言
ヲ

説
給
フ

也
ト
。
一
仏
モ

残
ラ
ス

恒
沙
ノ

諸
仏
証
誠
シ

給
フ

事
、
是
ヲ

可
レ

信
。

信
ス
ル
ヲ
深
心 

云
ヒ
、
又
深
信 

申
也
。

四
ニ
ハ
、
善
導
ノ
教
ヲ
信
ス
ル
故
也
。
善
導
ト
申
ハ
ヲ
ロ
ソ
カ
ノ
人
ニ
御

座
サ
ス
、
実
ニ

難
レ

有
貴
ク

御
座
ス

人
也
。
念
仏
ヲ

善
導
信
セ

サ
セ

給
フ
ニ

四
ノ

故
ア
リ
。
所
謂
、
一
ニ
ハ

信
手
故
、
二
ニ
ハ

相
伝
ノ

故
、

三
ニ
ハ
三
昧
発
得
ノ
故
、
四
ニ
ハ
経
蔵
覚
悟
ノ
故
。

（
浄
全
一
〇
・
三
八
九
頁
上
）

こ
れ
は
、
浄
土
三
部
経
が
、
釈
迦
の
説
法
、
弥
陀
の
本
願
、
諸
仏
の

証
誠
、
そ
し
て
善
導
の
種
々
の
因
縁
に
よ
っ
て
、
他
の
諸
経
に
劣
ら

な
い
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
浄
土
三
部
経
が
他
の
経
典
に
劣
る
と
い

う
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
思
想
へ
の
主

張
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
主
張
は
後
に
成
立
し
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た
『
浄
土
宗
要
集
』（『
西
宗
要
』）
で
も
同
様
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

〈
持
戒
、
定
心
、
有
智
、
無
造
罪
の
者
こ
そ
往
生
す
る
と
い
う
説
〉

　

ま
た
、『
三
心
要
集
』
に
は
「
或
人
云
く
」
と
し
て
立
て
続
け
に

四
つ
の
「
或
る
人
」
の
説
を
取
り
上
げ
て
論
ず
る
部
分
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
深
心
を
説
く
部
分
で
、

深
信
ト
申
ハ
、
念
仏
ヲ
一
筋
ニ
信 

疑
ハ
ヌ
事
ニ
テ
候
也
。
此
疑
ニ
付
テ

四
ノ
疑
ア
リ
。
一
破
戒
ノ
故
ニ
疑
、
二
散
心
ニ
依
テ
疑
フ
、
三
無
智
ノ

故
疑
フ
、
四
造
罪
故
疑
也
。

（
浄
全
一
〇
・
三
八
九
頁
下
）

と
い
っ
て
、
念
仏
往
生
を
疑
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
疑
い
と
は
何

に
対
す
る
疑
い
な
の
か
と
い
う
説
示
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

第
一
ニ
破
戒
故
ニ
疑
ト
者
、
或
人
云
、
念
仏
ヲ
申 
戒
ヲ
不
ハレ
持
不
レ

可
ニ
往
生
ス一
。
十
方
三
世
ノ
諸
仏
ハ
、
持
戒
ヲ
以
テ
尊
ミ
給
フ
故
ニ
、
持

戒
ノ
人
ノ
念
仏
コ
ソ
往
生
ハ
セ
ン
ス
レ
。
破
戒
ノ
人
ノ
往
生
ス
ト
云
ハ
、

諸
ノ
仏
道
ノ
説
ニ
謂
レ
ス
如
何
。

（
浄
全
一
〇
・
三
九
〇
頁
上
）

と
い
う
説
で
、
念
仏
行
の
う
え
に
持
戒
を
重
ね
て
こ
そ
往
生
が
か
な

う
の
で
あ
り
、
破
戒
の
者
の
往
生
は
諸
仏
の
教
え
に
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
説
で
あ
る
。
続
け
て

第
二
散
心
故
疑
ト

者
、
或
人
云
、
念
仏
三
昧
ト

申
ハ

入
定
ト

云
事

也
。
道
場
ニ

籠
居 

、
人
ニ
モ

交
ラ
ス
、
一
切
世
間
ノ

事
ヲ

抛
テ
、

心
ヲ

澄
シ
、
返
テ

極
楽
ノ

依
報
正
報
ヲ

心
カ
ケ
、
口
ニ

南
無
阿
弥
陀

仏
ト
申
テ
コ
ソ
念
仏
三
昧
ト
申
セ
。
妄
想
顚
倒
ノ
悪
業
煩
悩
ヲ
起
シ
、

身
ニ
振
舞
テ
口
計
ニ
南
無
阿
弥
陀
仏
ト
申
サ
ン
ニ
、
全
ク
往
生
ス
ヘ

カ
ラ
ス
ト
云
如
何
。

（
浄
全
一
〇
・
三
九
〇
頁
上
）

と
い
う
道
場
に
こ
も
っ
て
世
間
の
事
と
交
わ
ら
ず
、
心
乱
れ
な
い
状

況
で
念
仏
申
し
て
こ
そ
往
生
が
叶
い
、
心
乱
れ
て
い
て
は
叶
わ
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、

第
三
ニ

無
智
故
疑
ト

者
、
或
人
云
、
智
慧
ハ

是
眼
也
、
行
ハ

又
足

也
。
目
足
備
ル

故
ニ

清
凉
池
ニ

至
ル
、
縦
ヒ

念
仏
ノ

行
足
有
ト

云 

、

智
慧
ノ

眼
ナ
カ
ラ
ン
人
ハ

極
楽
ノ

清
凉
池
ニ

往
生
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。

能
能
経
論
ヲ

悟
ラ
ン
人
ノ

念
仏
コ
ソ
往
生
ハ

セ
ン
ス
レ
。
無
智
ノ

人
ノ
念
仏
ハ
往
生
不
可
也
。
加
様
ニ
疑
フ
如
何
。

（
浄
全
一
〇
・
三
九
〇
頁
上
）

と
い
い
、
知
恵
を
備
え
て
こ
そ
往
生
す
る
と
い
う
説
、
最
後
に
、

第
四
造
罪
故
疑
ト

者
、
或
人
ノ

云
念
仏 

往
生
セ
ン
ト
思
ハ
ン

人
ハ
、
妻
ヲ
モ
離
レ
夫
ヲ
モ
捨
テ
ヽ
、
所
知
所
領
ヲ
モ
厭
離
シ
、
七
珍
万
寳

ヲ
モ
振
捨
テ
ヽ
、
只
一
身
山
林
ニ
モ
籠
居 

念
仏
往
生
ハ
セ
メ
。
サ
モ
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無
ク 

在
家
ニ
テ

妻
子
ヲ

持
テ

田
畠
ヲ

作
リ

ク
ラ
シ
、
売
買
ヲ

業
ト 

世

界
ヲ
経
廻
リ
罪
ヲ
作
テ
念
仏
申
サ
ン
ハ
全
往
生
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
疑
フ
。

（
浄
全
一
〇
・
三
九
〇
頁
上
）

と
い
っ
て
、
罪
を
造
ら
ず
に
念
仏
し
て
こ
そ
往
生
す
る
と
い
う
説
を

と
り
あ
げ
、
破
戒
、
散
人
、
無
智
、
造
罪
の
者
は
往
生
で
き
な
い
の

が
普
通
で
は
な
い
か
と
い
う
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
聖
光
は
こ
れ

ら
の
疑
い
を
も
っ
て
往
生
を
願
う
こ
と
が
、
深
心
と
真
逆
の
心
で
あ

り
、「
聖
道
門
の
人
の
疑
い
」
で
あ
る
と
い
っ
て
否
定
し
て
い
る
が３

、

戒
を
持
つ
、
心
を
定
め
る
、
智
恵
を
具
え
る
、
罪
を
造
ら
ず
と
い
う

行
は
、
ま
さ
に
仏
教
一
般
の
、
自
ら
の
力
で
悟
り
を
得
る
た
め
の
行

そ
の
も
の
で
あ
り
、
聖
光
は
こ
の
疑
い
を
持
つ
な
と
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
或
人
」
な
ど
の
説
は
、
実
際
に
そ
う
い
う
者
が
い
た

の
か
、
聖
光
が
自
ら
設
定
し
た
説
か
ど
ち
ら
も
想
定
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
時
一
般
の
仏
教
の
価
値
観
に
相
対

す
る
主
張
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
説
に
対
し
て
自
ら
の
浄
土
門
の
位
置

は
、
真
逆
の
立
場
を
取
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
表
明
し
て
い
る
の

が
わ
か
る
。

三
、『
浄
土
宗
名
目
問
答
』（
三
巻
）

〈
成
立
年
時
と
撰
述
の
意
図
〉

　
『
浄
土
宗
名
目
問
答
』（
以
下
『
名
目
問
答
』）
は
成
立
年
時
が
は

っ
き
り
と
せ
ず
、
ま
た
、
成
立
に
至
っ
た
背
景
も
記
さ
れ
て
は
い
な

い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
確
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
記
す

の
が
目
的
な
の
か
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
著
作
全
体
の
主
張
と
は

い
か
な
る
も
の
か
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
仏
教

を
意
識
し
た
主
張
は
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。

〈
五
時
教
判
と
聖
浄
二
門
の
教
判
〉

　

聖
光
は
巻
上
の
冒
頭
に
お
い
て
一
代
聖
教
に
お
け
る
浄
土
三
部
経

の
位
置
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
釈
迦
一
代
の
聖
教
を

概
観
す
る
方
法
と
し
て
、
五
時
の
教
判
を
例
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

問
、
一
代
聖
教
ト
者
何
ノ
教
ソ
耶
。

答
、
五
時
ノ
所
説
也
。
五
時
ト
者
、
一
ニ
ハ
華
厳
経　

乳
味
、（
三
七

日
所

説
満
教

大
乗
経
）、
二
ニ
ハ
阿
含
経
（
酪
味
、
十
二
年
所

説
半
教
小
乗
経

）、
三
ニ
ハ
方
等
経
（
生
蘇
味
、
説
時

不
定
満
教
大

乗経
）、
四
ニ
ハ
般
若
経
（
熟
蘇
味
、
三
十
年

所
説
満
教
大
乗
経
）、
五
ニ
ハ
法
華
経
（
醍
醐
味
、
八
箇
年

所
説
満
教
大
乗
経
）、

六
ニ
ハ
涅
槃
経
（
同
醍
醐
味
一
日
一
夜

所
説
満
教
大
乗
経

）
是
ヲ
云
二
五
時
ノ
聖
教
ト一
也
。

（
浄
全
一
〇
・
三
九
六
頁
上
～
下
）
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浄
土
門
の
教
判
を
論
ず
る
場
合
、
法
然
の
『
選
択
集
』
で
は
他
の
多

く
の
教
判
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
当
時
天
台
で

用
い
ら
れ
た
五
時
の
教
判
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

そ
っ
て
浄
土
三
部
経
の
位
置
を
論
じ
、

問
、
此
ノ

一
代
五
時
所
説
之
中
ニ
、
以
二

何
ノ

教
ヲ一

為
二

聖
道
門
之

経
ト一
、
以
二
何
ノ
経
ヲ一
為
二
浄
土
門
ノ
之
経
ト一
耶
。

答
、
一
代
五
時
之
中
ノ
、
第
三
時
ノ
方
等
部
ノ
中
ニ
有
ル二
多
経
一
中
ニ
、

双
巻
無
量
寿
経
、
観
無
量
寿
経
、
阿
弥
陀
経
以
二
此
ノ
三
部
経
ヲ一

名
テ
為
二
浄
土
門
ノ
経
ト一
。
除
テ二
此
ノ
三
部
経
ヲ一
之
外
ノ
諸
余
ノ
一
切
ノ

経
ヲ
名
テ
為
二
聖
道
門
ノ
経
ト一
也
。

（
浄
全
一
〇
・
三
九
六
頁
下
）

と
い
っ
て
方
等
部
の
数
あ
る
経
典
の
中
の
一
部
で
あ
る
と
し
、
こ
れ

が
浄
土
門
の
経
典
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
全
て
聖
道
門
の
経
典
で
あ

る
と
し
て
聖
道
浄
土
の
教
判
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
当
時
聖
光
の
周
り
に
い
た
者
が
天
台
の
教
養
を
持
つ
者
が
中
心

で
あ
っ
た
な
ら
ば
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
。

〈『
般
若
経
』『
法
華
経
』『
薬
師
経
』
こ
そ
読
誦
す
べ
き
と
い
う
説
〉

　

さ
ら
に
『
名
目
問
答
』
に
は
『
般
若
経
』『
法
華
経
』『
薬
師
経
』

の
読
誦
を
助
業
と
せ
ず
に
、
な
ぜ
『
浄
土
三
部
経
』
を
読
誦
す
る
こ

と
の
み
を
助
業
と
す
る
の
か
と
い
う
問
い
が
あ
る
。
ま
ず
は
、「
般

若
経
等
の
経
」
を
取
り
上
げ
る
説
示
で
あ
る
。

問
、
何
カ
故
ソ
以
レ
読
二
誦
ス
ル
ヲ
三
部
経
ヲ一
為
二
助
業
ト一
、
以
レ
読
二
誦
ス

ル
ヲ
余
ノ
般
若
等
ノ
経
ヲ一
不
レ
為
二
助
業
ト一
耶
。

答
、
三
部
経
ノ
中
ニ
ハ
明
シ二
弥
陀
殊
勝
ノ
功
徳
ヲ一
、
説
ク二
極
楽
ノ
細
相
ヲ一

故
ニ
、
読
二
誦
ス
レ
ハ
三
部
経
ヲ一
往
生
ノ
心
弥
ヨ
増
盛
也
。
依
テレ
之
ニ
念

仏
ノ
心
弥
ヨ
勇
猛
之
故
ニ
、
読
二
誦
ス
レ
ハ
三
部
経
ヲ一
為
ノ二
念
仏
ノ一
成
二
助

業
ト一
也
。
彼
ノ
般
若
等
ノ
経
ノ
中
ニ
ハ
、
不
レ
明
二
阿
弥
陀
仏
ノ
功
徳
ヲ一
、

不
レ
説
二
極
楽
ノ
細
相
ヲ一
故
ニ
、
不
レ
成
二
助
業
ト一
也
。

（
浄
全
一
〇
・
三
九
八
頁
上
）

浄
土
三
部
経
の
読
誦
を
助
業
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、『
般
若
経
』

（『
大
品
般
若
経
』
か
）
な
ど
の
経
典
の
読
誦
を
な
ぜ
助
業
と
し
な
い

の
か
、
と
い
う
問
い
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
阿

弥
陀
仏
の
功
徳
を
説
か
な
い
経
典
の
読
誦
は
助
業
に
は
な
ら
な
い
の

だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
余
の
般
若
等
」
と
い
っ
て
お
り
、

『
般
若
経
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
も
の
の
、「
余
」
の
経
に
『
般

若
経
』
を
代
表
さ
せ
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
浄
土
三
部
経
は
阿
弥
陀
仏
の
功
徳

と
極
楽
浄
土
の
様
子
が
こ
と
細
か
く
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら

の
経
典
を
読
誦
す
る
こ
と
で
往
生
を
願
う
心
が
増
す
こ
と
と
な
る
た
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め
に
助
業
と
な
る
の
だ
と
し
、
他
の
「
般
若
等
の
経
」
は
阿
弥
陀
仏

の
功
徳
や
極
楽
の
様
相
を
説
か
な
い
た
め
に
読
誦
し
て
も
助
業
に
は

な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
続
い
て
次
の
問
答

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

問
、
若
爾
者
法
華
経
ノ

中
ニ
ハ
、
説
キ二

即
往
安
楽
世
界
阿
弥
陀
仏

国
ト一
、
薬
師
経
ノ

中
ニ
ハ
、
明
二セ
リ

願
生
西
方
極
楽
世
界
ト一
。
読
二

誦
セ
ハ
此
等
ノ
経
ヲ一
可
レ
成
二
念
仏
之
助
業
ト一
。
然
ル
ニ
何
ソ
只
云
下
限
テ二

三
部
経
ニ一
成
中ル
ト
助
業
ト上
耶
。

答
、
三
部
経
ノ
中
ニ
ハ
、
自
レ
初
至
二マ
デ
于
終
ニ一
、
始
中
終
共
ニ
説
二ケ
リ

阿
弥
陀
仏
之
功
徳
、
極
楽
之
細
相
ヲ一
。
彼
ノ
法
華
経
、
薬
師
経
ノ

中
ニ
ハ
、
雖
レ
有
ト二
一
両
文
一
、
不
レ
如
二
三
部
経
一ニ
ハ
故
ニ
、
以
二
余
経

ヲ一
不
レ
為
二
助
業
一
也
。

（
浄
全
一
〇
・
三
九
八
頁
上
）

こ
こ
で
は
先
の
問
答
に
続
い
て
浄
土
三
部
経
の
他
に
も
阿
弥
陀
仏
の

浄
土
を
説
く
経
典
が
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
経
典
の

読
誦
は
助
業
に
は
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
で
、
阿
弥
陀
仏
の

浄
土
を
説
く
経
典
の
例
と
し
て
『
法
華
経
』
の
「
薬
王
菩
薩
本
事

品
」
と
『
薬
師
経
』（『
薬
師
如
来
本
願
功
徳
経
』）
が
例
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
典
に
は
確
か
に
聖
光
が
引
用
し

た
通
り
の
阿
弥
陀
仏
に
関
す
る
説
示
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら

の
経
典
の
読
誦
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
文
は
認
め
ら
れ
る
が
始
終
阿

弥
陀
仏
の
功
徳
や
浄
土
の
様
子
が
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
点
を
理

由
と
し
て
こ
れ
ら
の
経
典
を
読
誦
し
て
も
助
業
に
は
な
ら
な
い
と
し

て
い
る４

。
こ
れ
ら
の
問
答
を
見
る
限
り
、
そ
の
対
象
者
は
一
般
的
な

仏
教
の
知
識
を
持
つ
者
た
ち
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
『
般
若
経
』
や

『
法
華
経
』
に
重
き
を
置
く
者
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
者
の
説
に
対
し
て
、
聖
光
は
浄
土
門
の
立
場
が
他
の
仏
教
思

想
と
は
違
う
立
場
を
取
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
主
張
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

四
、『
念
仏
往
生
修
行
門
』

〈
成
立
年
時
と
撰
述
の
意
図
〉

　
『
念
仏
往
生
修
行
門
』
は
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
引
用
さ
れ

て
逸
文
の
み
が
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
だ
が
、
こ
の
た
び
京
都
の
陽
明

文
庫
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
発
表
さ
れ５

全
文
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
成
立
の
年
時
や
撰
述
の
意
図
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
お

ら
ず
明
ら
か
で
は
な
い
。
内
容
を
見
る
限
り
は
法
然
の
伝
記
や
法
然

の
念
仏
義
を
正
し
く
伝
え
る
と
い
う
意
図
が
強
い
印
象
を
受
け
る
。

し
か
し
、
読
解
が
難
し
い
な
が
ら
他
の
仏
教
を
意
識
し
た
説
示
が
一

部
分
だ
け
見
ら
れ
る
。
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〈
奥
深
い
秘
密
の
教
え
こ
そ
め
で
た
い
と
い
う
説
〉

　
『
修
行
門
』
の
一
説
に
、
念
仏
の
教
え
は
、
秘
密
の
奥
深
い
教
え

が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
一
切
の
者
の
た
め
に
広
め
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
主
張
の
中
に
、
真
言
の
密
教
と
、「
論
義
」
と
い

う
も
の
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

め
て
た
き
事
あ
り
と
て
人
に
は
か
く
れ
へ
た
つ
る
な
と
い
ひ
て

心
さ
し
あ
る
人
に
は
せ
い
も
ん
き
し
や
う
を
か
ヽ
せ
て
ゆ
る
す

な
と
い
ふ
。
さ
る
こ
と
や
あ
る
へ
き
（
中
略
）
ほ
と
け
は
こ
れ

ら
の
人
を
か
き
ら
い
い
つ
れ
の
物
を
か
き
ら
い
た
ま
へ
る
、

た
ヽ
十
は
う
し
ゆ
し
や
う
を
し
つ
か
は
ね
ん
ふ
つ
を
し
ん
し
て

こ
く
ら
く
へ
ま
い
れ
と
仰
ら
れ
た
る
に
、
た
れ
か
は
十
万
よ
り

ほ
か
の
人
ま
て
き
ら
い
へ
た
て
た
る
へ
き
や
。
さ
せ
る
人
に
か

く
す
な
と
い
ふ
事
は
し
ん
こ
ん
と
申
ほ
う
も
ん
こ
そ
み
つ
け
う

な
と
申
め
れ
。
又
ろ
ん
き
の
中
に
こ
そ
め
て
た
き
ひ
き
な
と
申

斗
も
侍
れ
。
こ
こ
と
に
い
ま
こ
れ
ね
ん
ふ
つ
と
申
は
ま
つ
代
あ

く
せ
の
こ
の
こ
ろ
む
に
ん
む
さ
ん
の
な
ん
女
く
ち
む
ち
の
あ
ま

や
入
道
の
い
か
に
し
て
も
し
や
う
し
を
は
な
る
へ
き
や
う
も
み

え
ぬ
物
を
あ
わ
れ
み
た
ま
い
て
、
大
た
う
上
人
せ
ん
た
う
お
し

や
う
ね
ん
ふ
つ
く
わ
ん
し
ん
の
ふ
み
を
つ
く
ら
せ
た
ま
い
て
こ

れ
を
す
ゝ
め
給
う
。
我
て
う
ほ
う
ね
ん
上
人
は
こ
ん
と
し
や
う

し
を
は
な
れ
ん
事
を
い
か
ヽ
せ
ん
と
な
げ
き
か
な
し
み
給
い
て

み
い
た
し
た
ま
へ
る
ほ
う
も
ん
な
る
を
我
こ
と
く
に
し
や
う
し

を
出
よ
と
ま
ん
せ
の
し
よ
人
は
た
ヽ
一
す
ち
に
思
ひ
と
り
て
せ

ん
道
の
御
す
ヽ
め
の
ね
ん
ふ
つ
申
を
こ
と
人
を
き
ら
は
す
お
し

へ
た
ま
へ
る
こ
と
な
れ
。（
中
略
）
せ
ん
道
の
御
す
ヽ
め
の
ね

ん
ふ
つ
を
申
を
こ
そ
人
を
き
ら
は
す
お
し
え
た
ま
へ
る
こ
と
な

れ
。　�

（
一
〇
丁
裏
）

（
傍
線
部
の
釈
文
）

仏
は
こ
れ
ら
の
人
を
か
嫌
い
、
い
ず
れ
の
物
を
か
き
ら
い
た
ま

へ
る
。
た
だ
十
方
衆
生
を
し
つ
か
は
念
仏
を
信
じ
て
極
楽
へ
参

れ
と
仰
せ
ら
れ
た
る
に
、
誰
か
は
十
方
よ
り
他
の
人
ま
で
き
ら

い
隔
て
た
る
べ
き
や
。
さ
せ
る
人
に
隠
す
な
と
い
う
事
は
真
言

と
申
す
法
門
こ
そ
密
教
な
ど
と
申
め
れ
、
又
論
義
の
中
に
こ
そ

め
で
た
き
秘
義
な
ど
申
す
と
も
侍
れ
。（
中
略
）
善
導
の
御
す

す
め
の
念
仏
を
申
す
を
こ
そ
人
を
嫌
わ
ず
教
え
給
え
る
こ
と
な

れ
。

浄
土
門
の
教
え
は
秘
密
の
教
え
で
も
な
く
、
多
く
の
人
々
に
広
ま
る

べ
き
教
え
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
中
で
、
人
に
隠
す
な
と
い
い
な
が
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ら
も
、
真
言
の
法
門
こ
そ
密
教
と
い
っ
て
秘
密
と
い
う
こ
と
が
め
で

た
い
と
い
い
、
ま
た
論
義
の
中
に
こ
そ
め
で
た
い
秘
義
が
あ
る
と
い

う
で
は
な
い
か
と
い
う
説
を
取
り
上
げ
て
、
念
仏
の
法
門
は
奥
深
い

秘
密
の
教
え
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
全
て
の
人
に
伝
え
る
べ
き
教

え
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
秘
密
の
教
え
に
重

き
を
置
く
説
が
当
時
の
仏
教
思
想
の
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
聖
光
は
浄
土
門
の
教
え
は
広
く
万
人
に
広
め

る
べ
き
、
万
人
の
た
め
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
例
を
以
前
別
稿
に
て
論
じ
た
指
摘
と
合
わ
せ
て
整
理
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

〈
こ
れ
ま
で
の
指
摘
〉

『
西
宗
要
』

　

・
浄
土
三
部
経
は
釈
迦
附
属
、
弥
陀
本
願
、
諸
仏
証
誠
が
説
か
れ

る
経
典
で
あ
る
と
の
主
張

『
徹
選
択
集
』

　

�【
濁
世
末
代
の
小
智
愚
鈍
の
者
を
救
わ
ん
が
た
め
と
い
う
執
筆
の

目
的
が
あ
る
】

　

・
戒
定
恵
の
三
学
が
伝
わ
っ
て
い
な
が
ら
、
こ
れ
を
行
ず
る
も
の

な
し
と
い
う
。

　
　
（
当
時
行
を
行
じ
な
い
者
が
多
数
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
）

　
　
　

→�

不
離
仏
値
遇
仏
の
義
に
よ
っ
て
念
仏
行
が
菩
薩
行
で
あ
る

こ
と
を
主
張
す
る
。

　
　
　

→�

総
の
念
仏
別
の
念
仏
義
に
よ
っ
て
、
称
名
念
仏
行
の
普
遍

性
を
主
張
す
る
。

『
念
仏
名
義
集
』

　

�【
世
の
末
の
一
切
衆
生
を
浄
土
に
往
生
さ
せ
た
い
と
い
う
目
的
が

あ
る
】

　

・�

阿
弥
陀
仏
以
外
の
仏
の
名
も
称
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
を

取
り
上
げ
る

　
　
（�

一
般
的
な
仏
教
の
教
養
の
あ
る
者
が
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ

る
）

　

・『
法
華
経
』
と
真
言
こ
そ
尊
い
と
い
う
説
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
（
天
台
と
真
言
の
者
が
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。）

　
　
　

→
善
導
の
教
説
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
主
張

〈
今
回
の
指
摘
〉

『
三
心
要
集
』
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【
日
本
国
の
一
切
の
人
々
を
救
お
う
と
い
う
著
述
の
目
的
が
あ
る
】

　

・�
浄
土
門
の
教
え
は
釈
迦
、
弥
陀
、
諸
仏
に
叶
っ
た
教
え
で
あ
る

と
の
主
張

　

・�

持
戒
、
定
心
、
有
智
、
無
造
罪
の
者
こ
そ
往
生
す
る
と
い
う
説

を
取
り
上
げ
る

　
　
（�

一
般
的
仏
教
の
教
養
が
あ
る
も
の
が
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ

る
）

　
　
　

→�

浄
土
門
の
教
え
は
こ
れ
ら
の
説
と
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
主
張

『
名
目
問
答
』

　
【
※
撰
述
の
目
的
は
不
明
】

　

・
五
時
教
判
を
用
い
て
浄
土
三
部
経
の
位
置
を
確
認
す
る

　
　
（
天
台
の
教
養
の
あ
る
者
が
対
象
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
）

　
　
　

→�

浄
土
門
の
教
え
は
こ
れ
ら
の
説
と
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
主
張

　

・�『
般
若
経
』『
法
華
経
』『
薬
師
経
』
読
誦
も
助
業
で
あ
る
と
い

う
説

　
　
（�

こ
れ
ら
の
経
典
に
重
き
を
置
く
者
が
対
象
で
あ
る
と
想
定
さ

れ
る
）

　
　
　

→�

阿
弥
陀
仏
と
浄
土
に
つ
い
て
委
細
に
説
か
れ
て
い
な
い
こ

と
を
主
張

『
修
行
門
』

　
【
※
撰
述
の
目
的
は
不
明
】

　

・�

真
言
と
論
義
に
代
表
す
る
秘
密
の
教
え
こ
そ
め
で
た
い
と
い
う

説
を
取
り
上
げ
る

　
　
（
真
言
密
教
の
者
が
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
る
）

　
　
　

→�

浄
土
門
は
秘
密
の
教
え
な
ど
な
い
、
万
民
を
対
象
と
す
る

と
い
う
こ
と
を
主
張

　

こ
れ
ら
の
整
理
を
み
る
と
、『
授
手
印
』
に
つ
い
て
の
検
討
を
経

て
は
い
な
い
が
、
聖
光
の
著
作
の
ほ
ぼ
全
て
に
当
時
の
仏
教
の
思
想

を
意
識
し
た
説
示
が
多
く
は
な
い
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
が
指
摘
で

き
よ
う
。
そ
し
て
、
聖
光
の
当
時
の
仏
教
と
し
て
天
台
か
真
言
に
重

き
を
置
く
者
が
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
浄
土
三
部

経
と
念
仏
行
が
高
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
聖
光
は
い
く
つ
も
の
角
度

か
ら
幾
度
も
主
張
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
主
張
の
中
で
、

法
然
か
ら
受
け
継
い
だ
念
仏
の
教
え
は
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
の
思
想

と
は
全
く
違
う
立
場
を
持
つ
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
天
台
や
真
言
と
い
う
当
時
の
仏
教
を
学
ん
だ
も
の
が
多
数
い

た
と
考
え
ら
れ
る
地
域
で
、
こ
れ
ら
の
思
想
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
な

く
明
確
に
自
ら
の
立
場
を
主
張
し
た
と
い
う
聖
光
の
活
動
の
特
色
が
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見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１　

拙
稿
「
平
安
末
・
鎌
倉
期
に
お
け
る
九
州
北
部
に
つ
い
て
―
聖

光
研
究
の
視
点
か
ら
―
」（『
浄
土
学
』
第
四
五
輯
・
二
〇
〇
七

年
）

２　

拙
稿
「
聖
光
『
浄
土
宗
要
集
』
に
お
け
る
浄
土
三
部
経
の
説
示

の
扱
い
に
つ
い
て
―
第
二
十
二
か
ら
第
四
十
六
算
題
の
構
成
を

め
ぐ
っ
て
―
」（『
浄
土
学
』
第
四
八
輯
・
二
〇
〇
九
年
）

　

拙
稿
「『
徹
選
択
集
』
の
思
想
提
唱
の
意
義
に
つ
い
て
」（『
仏
教

論
叢
』
五
六
号
・
二
〇
一
〇
年
）

３　

此
疑
如
何
。
答
云
、
是
此
浄
土
宗
学
文
セ
サ
ル
人
疑
也
。
但
是

聖
道
門
人
疑
申
事
也
。
古
唐
土
人
伝
日
本
人
人
候
。
浄
土
門
不

爾
。
持
戒
破
戒
念
仏
往
生
ス
ヘ
シ
。
縦
雖
持
戒
念
仏
セ
ス
ハ
弥

陀
本
願
可
漏
。
此
人
往
生
難
遂
。
定
心
散
心
念
仏
往
生
ス
ヘ
シ
。

縦
雖
定
心
念
仏
セ
ス
ハ
弥
陀
本
願
漏
。
此
人
往
生
難
遂
。
夫
阿

弥
陀
仏
本
願
往
生
申
何
人
十
方
衆
生
只
名
号
唱
人
皆
浄
土
迎
給

念
仏
往
生
本
願
申
候
也
。
本
願
信
事
如
金
剛
余
法
門
破
ラ
レ
サ

レ
。
余
法
門
破
破
ラ
レ
サ
レ
。
余
法
門
学
人
云
ヲ
サ
レ
テ
疑
ナ

シ
テ
ム
人
信
心
如
金
剛
不
具
足
人
也
。
疑
落
サ
ル
是
信
心
決
定

念
仏
者
。

４　

ま
た
そ
の
内
容
を
み
て
も
『
法
華
経
』
で
は
、「
薬
王
菩
薩
本

事
品
」
を
聞
い
た
者
は
往
生
を
得
、『
薬
師
経
』
で
は
戒
律
を

守
り
西
方
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
者
は
、
彼
の
界
に
化
生

す
る
と
説
か
れ
て
お
り
、
そ
の
因
果
に
つ
い
て
も
浄
土
三
部
経

と
の
相
違
が
あ
る
。

�

『
法
華
経
』「
若
有
女
人
聞
是
薬
王
菩
薩
本
事
品
。
能
受
持
者
。

尽
是
女
身
後
不
復
受
。
若
如
来
滅
後
後
五
百
歳
中
。
若
有
女
人
。

聞
是
経
典
如
説
修
行
。
於
此
命
終
。
即
往
安
楽
世
界
阿
弥
陀
仏

大
菩
薩
衆
囲
繞
住
処
。
生
蓮
華
中
宝
座
之
上
。」（
正
蔵
九
・
五

四
頁
中
）

�

『
薬
師
経
』「
復
次
曼
殊
室
利
。
此
諸
四
衆
比
丘
比
丘
尼
優
婆
塞

優
婆
私
。
及
余
信
心
善
男
子
善
女
人
等
。
受
八
分
斎
。
或
復
一

年
或
復
三
月
受
持
諸
戒
。
以
此
善
根
随
所
喜
楽
随
所
願
求
。
若

欲
往
生
西
方
極
楽
世
界
阿
弥
陀
如
来
所
者
。
由
得
聞
彼
世
尊
薬

師
琉
璃
光
如
来
名
号
故
。
於
命
終
時
有
八
菩
薩
。
乗
空
而
来
示

其
道
径
。
即
於
彼
界
種
種
異
色
波
頭
摩
華
中
自
然
化
生
。（
正

蔵
一
四
・
四
〇
二
頁
下
）

５　

�
恋
田
知
子
「
陽
明
文
庫
蔵
「
道
書
類
」
の
紹
介
（
十
）
―
弁

長
作
『
念
仏
往
生
修
行
門
』
翻
刻
・
略
解
題
―
」・『
三
田
国

文
』
第
五
四
号
・
二
〇
一
一
年
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懺
悔
会
に
つ
い
て

西　

城　

宗　

隆

は
じ
め
に

　

増
上
寺
で
の
昭
和
初
期
の
懺
悔
会
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た

か
。
そ
し
て
、
明
治
期
等
の
懺
悔
会
の
式
次
第
と
そ
の
意
義
を
考
察

し
、
さ
ら
に
近
年
の
「
懺
悔
道
場
」
の
口
伝
と
正
伝
法
前
伝
の
伝
目

と
の
あ
り
方
を
問
題
提
議
し
た
い
。

　

鈴
木
霊
真
師
『
浄
宗
伝
書
類
聚
目
録
』
に
は
、
懺
悔
会
と
題
す
る

書
籍
が
な
く
、
こ
の
書
に
江
戸
期
の
『
浄
宗
伝
灯
堤
耳
籤
』、『
蓮
宗

信
入
籤
』、『
伝
書
類
聚
』
の
目
次
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
懺
悔
会
に

関
す
る
書
籍
も
な
い
。
そ
し
て
『
諸
廻
宝
鑑
』、『
浄
土
宗
法
式
精

要
』、『
浄
土
宗
法
要
儀
式
大
観
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
管
見

の
限
り
で
は
、『
浄
土
苾
蒭
宝
庫
』
が
活
字
化
さ
れ
た
最
初
の
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　

懺
悔
会
は
、『
新
訂
法
要
集
』
の
「
差
定
の
部
」
の
授
戒
会
で
、

初
め
て
縁
山
式
の
式
次
第
を
明
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
に
個
人
的
ま

た
は
教
区
と
し
て
懺
悔
会
の
作
法
な
ど
を
解
説
し
て
い
る
も
の
が

多
々
あ
る①

。
し
か
し
、
浄
土
一
宗
と
し
て
は
、
昭
和
五
十
七
年
の

『
布
教
必
携
』
の
道
場
分
と
し
て
の
懺
悔
会
で
、
簡
略
な
暗
説
の
一

例
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
十
四
・
十
五
年
の
『
布
教
羅
針

盤
』
の
資
料
編
に
は
、
久
米
慶
勝
師
の
「
近
江
方
式
に
よ
る
『
懺
悔

道
場
』」
と
横
井
照
典
師
の
「
大
和
方
式
に
よ
る
『
懺
悔
道
場
』」
を

掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
近
江
・
大
和
方
式
を
正
式
に
紹
介

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

久
米
師
は
こ
の
『
布
教
羅
針
盤
』
で
、
五
重
相
伝
と
授
戒
会
に
際

し
て
懺
悔
道
場
を
別
開
し
な
い
の
が
本
義
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
剃
度
式
で
懺
悔
が
あ
り
、
要
偈
道
場
で
懺
悔
三
帰
、

正
授
戒
で
懺
悔
が
あ
り
、
そ
の
中
で
相
伝
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
懺
悔
道
場
は
、
要
偈
道
場
・
密
室
道
場
が



─ 182 ─

よ
り
以
上
の
効
果
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
。
換
言
す
る
と
、
正
伝
法
・
正
授
戒
で
懺
悔
が
行
わ
れ
て
い
る
か

ら
、
本
来
な
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
懺
悔
に
専
念
す
る
た
め
で
あ
り
、

よ
り
教
化
的
だ
か
ら
一
座
の
法
要
を
設
け
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、

正
伝
法
の
伝
目
と
重
複
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

五
重
相
伝
の
中
で
の
懺
悔
会
は
、
暗
闇
で
行
わ
れ
る
法
要
な
の
で

記
憶
に
残
る
と
い
う
。
ま
た
、
正
伝
法
と
正
授
戒
は
儀
軌
に
準
じ
て

行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
懺
悔
会
は
そ
の
規
定
が
な

く
、
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
式
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

問
題
に
す
る
点
は
、
一
つ
に
懺
悔
会
の
趣
旨
が
口
伝
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
二
つ
に
要
偈
道
場
の
伝
目
と
重
複
し
て
い
る
こ
と
、
三
つ
に

懺
悔
道
場
と
い
う
名
称
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
『
布
教
羅
針
盤
』
に
は
、
伝
宗
伝
戒
道
場
で
も
懺
悔
道
場
を
別
に

開
く
こ
と
が
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
知
恩
院
道
場
は
懺
悔
会
を

勤
め
て
い
な
い
。
増
上
寺
道
場
は
三
十
年
前
頃
か
ら
別
開
さ
れ
て
い

る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
昭
和
二
十
二
年
に

は
既
に
行
わ
れ
て
い
た
。
現
在
、
正
授
戒
の
前
日
に
懺
悔
会
を
厳
修

し
、
日
課
誓
約
は
法
主
台
下
の
前
で
、
加
行
僧
が
日
課
念
仏
の
数
を

記
し
誓
約
し
て
い
る
。

　

懺
悔
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
己
証
な
ど
始
め
、
道
場
の
荘
厳
に
対
し

て
の
主
入
れ
が
強
く
、
式
自
体
と
暗
説
を
自
由
に
選
定
し
て
き
た
。

し
か
し
、
近
年
は
こ
の
地
域
は
こ
の
方
式
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
灯
師
・
勧

誡
師
の
意
楽
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

「
型
」
の
中
に
は
そ
の
精
神
が
あ
り
、
そ
の
精
神
を
問
い
直
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
伝
統
的
に
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
直
ち
に
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。

増
上
寺
の
懺
悔
会

　

増
上
寺
で
の
懺
悔
会
は
、
千
葉
秀
胤
師
が
「
授
戒
の
勤
め
方
」
の

な
か
で
詳
細
に
説
い
て
い
る②

。「
五
重
の
勤
め
方
」
は
、
堀
井
慶
雅

師
が
説
い
て
い
る③

。
こ
の
五
重
で
は
剃
度
式
を
、
授
戒
で
は
懺
悔
会

を
詳
細
し
て
い
る
。
現
在
増
上
寺
で
は
、
五
重
と
授
戒
が
隔
年
に
行

わ
れ
て
い
て
、
五
重
に
剃
度
式
、
授
戒
に
懺
悔
会
を
厳
修
し
て
い
た
。

し
か
し
、
昭
和
五
十
一
・
二
年
頃
に
当
時
の
山
本
康
彦
法
要
課
長
が
、

懺
悔
会
は
と
て
も
よ
い
法
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
五
重
の
と

き
に
も
厳
修
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
増
上
寺
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た

の
で
、
昭
和
五
十
九
年
二
月
に
江
東
組
青
年
会
主
催
の
五
重
に
も
懺
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悔
会
が
行
わ
れ
た
。
以
後
、
東
京
教
区
の
五
重
で
は
懺
悔
会
が
当
然

の
よ
う
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

神
居
琳
応
師
は
「
授
戒
説
教
」
の
授
戒
会
の
日
数
の
項
で
、「
最

後
の
正
授
戒
日
に
お
い
て
剃
度
式
と
正
授
戒
式
と
の
二
式
を
勤
め
て

も
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
懺
悔
会
が
な
さ
れ
て
い
な
い④

。

ま
た
、
椎
尾
弁
匡
台
下
の
『
授
戒
』
に
は
授
戒
準
備
と
し
て
の
「
剃

度
式
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
講
説
を
掲
載
し
て
い
る
。
台
下
は
勧
誡
と

正
授
戒
も
な
さ
れ
た
の
で
、
懺
悔
会
を
行
な
わ
れ
た
な
ら
ば
そ
の
講

説
も
掲
載
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る⑤

。

　

さ
て
、
こ
の
千
葉
秀
胤
師
の
「
授
戒
の
勤
め
方
」
は
増
上
寺
で
行

わ
れ
て
い
た
も
の
を
記
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
千
葉
師
は
、

増
上
寺
学
寮
の
浄
業
軒
（
芝
公
園
十
四
・
二
）
の
住
職
で
あ
り
、
増

上
寺
の
伝
法
道
場
係
を
三
十
五
年
も
勤
め
た⑥

。

　

こ
の
「
授
戒
の
勤
め
方
」
の
特
色
は
、
式
次
第
・
荘
厳
等
の
法
式

だ
け
で
な
く
、
授
戒
の
意
義
と
理
念
を
説
い
て
い
る
。
一
つ
に
、
授

戒
会
は
念
々
称
名
常
懺
悔
の
欣
求
心
と
勇
猛
精
進
自
他
兼
済
の
清
浄

心
を
喚
起
す
る
た
め
の
法
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
二
つ
に
、
信

仰
帰
入
の
門
に
趣
か
し
め
る
よ
う
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
、
授
戒
の
案

内
申
込
に
授
戒
の
意
義
を
重
く
説
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
文
書
を

大
切
に
す
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
三
つ
に
、
役
配
は
、
常
念
仏
・
伝

戒
師
説
戒
師
・
会
奉
行
・
受
者
係
・
帳
場
係
・
贈
授
戒
係
等
と
記
し

て
、
伝
戒
師
よ
り
も
先
に
常
念
仏
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。

　

懺
悔
会
の
目
的
は
、
動
物
生
活
よ
り
真
人
生
活
、
無
願
よ
り
弘
願

の
行
、
三
毒
の
生
活
よ
り
清
浄
の
生
活
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
自
他

共
苦
の
行
為
を
懺
悔
し
、
覚
醒
に
導
く
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

心
得
と
し
て
は
、
た
だ
懺
悔
と
如
来
の
冥
護
を
祈
る
心
の
ほ
か
は
余

事
余
念
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
と
あ
る
。

　

道
場
の
荘
厳
は
、
受
者
が
反
省
心
と
、
懺
悔
心
の
覚
悟
を
内
面
よ

り
起
こ
さ
せ
る
こ
と
を
主
と
し
て
い
る
。
前
机
の
前
に
立
っ
て
尊
顔

を
拝
し
て
懺
悔
す
る
た
め
に
、
前
机
の
中
央
に
香
炉
を
そ
の
ま
ま
に

し
て
五
具
足
供
物
で
遮
ら
な
い
よ
う
に
左
右
を
開
け
る
。
前
机
の
蝋

燭
は
通
常
の
も
の
を
用
い
、
本
尊
前
の
一
対
の
蝋
燭
は
大
蝋
燭
を
献

じ
て
、
鮮
や
か
に
尊
顔
を
拝
す
る
よ
う
に
す
る
と
あ
り
、
前
机
の
前

に
は
焼
香
台
を
設
け
る
と
あ
る
。
導
師
は
本
尊
前
に
面
し
て
高
座
を

設
け
て
、
前
も
っ
て
入
堂
し
て
登
高
座
し
、
左
右
に
は
脇
師
の
荘
厳

を
も
っ
て
立
ち
静
か
に
受
者
の
入
堂
を
待
つ
と
あ
る
。
受
者
は
一
人

ず
つ
入
堂
し
て
、
焼
香
合
掌
し
て
如
来
の
尊
顔
を
拝
し
て
、
懺
悔
し

て
如
来
の
哀
愍
を
希
う
と
あ
り
、
一
同
が
着
座
す
る
と
、
堂
内
四
方

を
開
い
て
一
時
に
明
る
く
し
、
勤
行
礼
拝
を
す
る
と
あ
る
。
脇
師
の
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配
置
は
お
そ
ら
く
現
行
と
同
様
に
前
机
の
左
右
に
位
置
す
る
も
の
で

あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
懺
悔
文
を
記
し
た
浄
紙
を
浄
焚
す
る
作
法
は

な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
戦
前
の
懺
悔
会
は
本
尊
前
に
進
み

出
て
焼
香
合
掌
し
て
尊
顔
を
拝
し
て
懺
悔
す
る
作
法
と
思
わ
れ
る
。

真
っ
暗
闇
な
と
こ
ろ
で
何
が
あ
る
の
か
分
か
ら
ず
に
す
る
の
で
は
な

く
、
本
尊
に
相
対
し
て
懺
悔
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。

　

昭
和
二
十
二
年
の
『
増
上
寺
日
鑑
』
に
は
、
懺
悔
会
の
配
置
図
と

式
次
第
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
懺
悔
会
差
定　

■
木
魚
三
十
念
如

に
一
つ
づ
つ
（
マ
マ
）
う
つ
。
一
、（
以
下
省
略
）
三
礼
上
座
、
広

懺
悔
訓
読
、
開
経
偈
→
誦
経
、
懺
悔
表
白
、
摂
益
文
、
念
仏
一
会　

点
灯
す
る
、（
総
回
向
・
抹
消
）
下
座
、
十
念
、
解
説
、
念
仏
一
会
」

と
あ
る
。
図
式
に
は
、
本
尊
前
の
両
脇
に
文
殊
・
普
賢
の
脇
師
が
座

り
、
そ
の
中
央
に
座
を
設
け
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
行
僧
が
一
文
字

に
座
る
よ
う
に
点
で
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
央
の
と
こ
ろ
で
、

「
此
処
に
て
三
礼
し
俗
名
を
胸
に
納
め
て
三
宝
（
マ
マ
）
に
の
せ
て

一
礼
す
る
。
塗
香
・
焼
香
」
と
あ
る
。
こ
の
他
に
も
正
授
戒
・
要
偈

道
場
・
密
室
道
場
・
宗
脈
の
道
場
の
絵
図
と
式
次
第
が
書
か
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
こ
の
式
次
第
は
、
伝
宗
伝
戒
道
場
の
懺
悔
会
で
あ
る
。

こ
れ
は
備
忘
録
な
の
で
、
当
た
り
前
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
行
僧
が
ど
の
よ
う
に
入
堂
し
た
の
か
、
そ
れ
に
対
す

る
係
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
現
行
の
懺

悔
会
か
ら
推
定
す
る
と
、
懺
悔
文
を
記
し
た
浄
紙
を
持
っ
て
、
線
香

を
持
っ
た
係
が
誘
導
し
た
と
思
わ
れ
る
。
現
行
の
懺
悔
紙
に
は
「
無

始
以
来
無
量
罪
」
の
文
が
記
さ
れ
て
い
る
脇
に
氏
名
を
自
書
す
る
の

で
、
こ
れ
と
同
様
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
広
懺
悔
訓
読
の

と
こ
ろ
に
は
、
懺
悔
紙
を
焚
焼
す
る
と
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

荘
厳
図
に
も
浄
焚
す
る
仏
具
が
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
当
時
、

懺
悔
紙
を
焚
焼
し
て
い
た
か
は
確
認
が
出
来
な
い
が
、
千
葉
秀
胤
師

の
と
き
は
懺
悔
の
み
で
、
こ
の
と
き
に
は
懺
悔
文
を
記
し
た
浄
紙
を

本
尊
に
供
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

増
上
寺
の
懺
悔
会
の
式
次
第
は
、
本
尊
前
で
焼
香
懺
悔
→
懺
悔
文

捧
呈
→
広
懺
悔
訓
読
中
に
懺
悔
紙
焚
焼
へ
と
変
遷
し
、
椎
尾
台
下
の

晩
年
に
懺
悔
紙
を
浄
焚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
合

掌
懺
悔
で
な
く
、
浄
紙
に
懺
悔
の
文
と
氏
名
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て

至
心
懺
悔
す
る
象
徴
的
行
為
と
し
た
。
さ
ら
に
広
懺
悔
の
訓
読
中
に

そ
の
罪
を
焼
き
尽
く
す
と
い
う
具
現
的
行
為
と
し
て
の
浄
焚
は
、
視

聴
覚
的
に
も
法
悦
を
与
え
る
宗
教
的
儀
礼
の
最
た
る
意
義
が
あ
る
。
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明
治
期
の
懺
悔
会

　
『
浄
土
苾
蒭
宝
庫
』（
明
治
二
十
七
年
二
月
、
教
報
社
）
は
、
懺
悔

会
を
最
初
に
活
字
化
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
著
者
の

金
井
秀
道
師
は
、
長
野
法
運
寺
住
職
、
北
海
道
旭
川
善
光
寺
の
開
山

上
人
で
、
善
光
寺
大
本
願
旭
川
出
張
所
の
主
任
で
あ
っ
た⑦

。
こ
の

「
化
他
五
重
法
要
式
」
に
は
、「
此
夜
は
一
層
身
心
清
浄
に
し
て
傍
人

の
指
揮
に
従
い
懺
悔
す
べ
し
。
道
場
無
灯
恰
も
黒
暗
の
如
く
な
ら
し

め
、
帳
読
し
て
受
者
一
人
つ
つ
入
堂
着
座
せ
し
め
、
一
同
揃
え
た
る

と
き
喚
鐘
一
打
殿
司
鐘
声
を
待
て
、
後
門
よ
り
一
時
に
数
火
を
点
じ
、

忽
ち
白
昼
の
如
く
な
ら
し
む
べ
し
。
於
茲
読
経
礼
拝
説
教
畢⑧

」。
こ

の
式
は
要
偈
道
場
の
前
日
に
行
う
と
あ
る
が
、
式
の
名
称
が
記
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
の
式
次
第
は
、
暗
闇
の
中
に
入
堂
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
懺
悔
心
を
起
こ
す
た
め
の
儀
礼
で
あ
り
、
点
灯
し
て
尊
顔
を
拝
し

つ
つ
誦
経
礼
拝
を
し
て
身
と
口
と
の
懺
悔
を
し
、
説
戒
を
受
け
て
意

の
懺
悔
を
す
る
と
い
う
黎
明
期
の
懺
悔
会
と
思
わ
れ
る
。

　
『
五
重
剃
度
式　

五
重
懺
悔
式
』（
明
治
二
十
八
年
七
月
書
写
）
に

は
、
闇
夜
に
し
な
い
「
懺
悔
式
」
と
闇
夜
道
場
の
「
五
重
懺
悔
式
」

の
二
種
類
の
例
を
あ
げ
て
い
る⑨

。「
懺
悔
式
」
は
、
香
偈
・
三
宝

礼
・
四
奉
請
・
歎
仏
偈
、
十
悪
懺
悔
の
疏
を
捧
読
し
、
懺
悔
偈
を
口

授
し
て
授
与
十
念
し
、
脇
師
が
制
誡
と
血
判
状
を
読
み
、
一
人
ず
つ

血
判
を
し
て
か
ら
金
打
す
る
式
で
あ
る
。
他
の
地
域
の
寺
院
で
は
闇

夜
道
場
の
式
と
称
し
て
道
場
を
闇
く
す
る
式
も
あ
る
が
、
こ
の
道
場

を
明
る
く
し
て
い
る
の
は
、
前
行
中
に
礼
拝
念
仏
の
功
徳
に
よ
っ
て
、

も
は
や
罪
が
滅
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
写

本
は
省
略
な
ど
の
印
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
式
次
第
で
行
わ
れ
た

と
思
わ
れ
る
。「
五
重
懺
悔
式
」
は
闇
室
に
導
師
が
先
に
入
り
、
調

読
の
次
第
に
受
者
が
入
り
、
入
り
終
わ
っ
て
か
ら
献
灯
し
、
十
悪
懺

悔
の
疏
以
下
は
「
懺
悔
式
」
と
同
じ
式
次
第
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

式
は
、
暗
闇
に
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
懺
悔
偈

と
十
念
を
称
え
る
こ
と
が
浄
土
宗
の
懺
悔
と
し
た
こ
と
、
暗
闇
道
場

よ
り
は
前
行
中
の
礼
拝
念
仏
が
重
要
で
あ
る
と
し
た
こ
と
に
意
義
が

あ
る
。
た
だ
し
、
制
誡
は
あ
く
ま
で
も
正
伝
法
前
伝
で
捧
読
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。

　
『
剃
度
懺
悔
両
式
及
疏
』
は
剃
度
表
白
の
書
式
に
「
明
治
年
月
日
」

と
書
か
れ
て
い
る
で
、
明
治
期
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
中
に
「
中
闇
夜
懺
悔
式
」
の
次
第
が
書
か
れ
て
い
る
。
常
灯
の

明
り
の
み
を
つ
け
て
、
導
師
が
入
堂
し
て
か
ら
受
者
が
無
言
入
堂
す

る
。
こ
の
儀
式
を
闇
夜
道
場
と
い
い
、
又
は
懺
悔
の
道
場
と
い
う
。

各
々
一
々
に
懺
悔
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
懺
悔
の
文
を
授
け



─ 186 ─

て
懺
悔
の
思
い
を
な
し
て
唱
え
よ
と
い
い
、
懺
悔
偈
を
三
説
し
て
十

念
し
て
献
灯
す
る
式
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
殺
生
の
罪
を
懺
悔
す
」

と
あ
り
、
広
懺
悔
を
読
み
、
地
獄
に
落
ち
る
苦
し
み
を
説
い
て
い
る
。

以
下
、
偸
盗
・
邪
淫
・
妄
語
・
貪
欲
等
の
三
毒
の
罪
を
懺
悔
し
て
い

る
。
明
治
期
に
既
に
闇
夜
道
場
・
懺
悔
道
場
と
い
う
道
場
名
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
常
灯
明
が
灯
さ
れ
て
い
る
の
で
、
尊
顔
を
拝
し
て
懺

悔
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
広
懺
悔
の
十
悪
で
は
な
く
五
戒
を
説
く
懺

悔
式
と
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。

　
『
懺
悔
秘
書
』（
年
代
が
不
詳
）
は
、
明
治
期
よ
り
さ
ら
に
年
代
が

下
が
る
昭
和
期
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
懺
悔
道
場
式
」
に
は
、
線
香

一
本
ず
つ
と
鉦
三
つ
打
つ
と
あ
り
、
道
場
の
由
来
を
述
べ
て
か
ら
、

広
懺
悔
点
読
・
略
懺
悔
の
文
・
十
念
・
献
灯
と
あ
る
。
闇
き
所
に
い

た
の
は
娑
婆
妄
闇
の
表
示
で
あ
り
、
灯
明
を
上
げ
て
仏
前
に
出
ら
れ

た
所
は
、
懺
悔
に
よ
っ
て
心
の
内
の
闇
が
晴
れ
て
、
念
仏
礼
拝
の
徳

に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
へ
往
生
を
遂
げ
た
る
心
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

三
つ
鉦
を
打
っ
た
の
は
、
三
毒
を
滅
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
一
つ

の
鉦
は
二
尊
・
浄
土
歴
代
の
祖
師
等
に
願
い
奉
る
意
で
あ
る
。
二
つ

に
は
懺
悔
を
証
知
し
給
え
。
三
つ
に
は
道
場
の
趣
を
他
言
し
な
い
と

い
う
意
味
で
打
つ
と
あ
る
。
こ
の
式
で
は
、
暗
説
は
す
る
が
、
無
明

常
夜
・
六
道
輪
廻
の
表
示
と
い
い
、
口
伝
化
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

以
上
、
少
数
な
が
ら
、
明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
の
懺
悔
式
の
例
を

考
察
し
た
。
剃
度
式
・
要
偈
道
場
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
懺
悔
の
文
を
唱

え
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
懺
悔
式
は
各
々
が
懺
悔
す
る
こ
と
を
主
な

目
的
と
し
、
口
伝
で
は
な
く
て
道
場
の
由
来
と
し
て
述
べ
て
い
た
。

懺
悔
式
の
初
期
に
は
暗
説
が
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
時
代

が
下
が
る
に
従
っ
て
、
懺
悔
以
外
の
表
示
等
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

要
偈
道
場
と
闇
夜
道
場

　

近
年
の
勧
誡
師
は
、
二
河
白
道
の
絵
図
を
提
示
し
な
が
ら
「
絵
解

き
」
の
よ
う
に
講
説
し
て
い
る
。
私
は
増
上
寺
に
勤
め
て
い
た
と
き

に
、
勧
誡
師
が
二
河
白
道
の
絵
図
を
貸
し
て
欲
し
い
と
い
う
の
で
、

言
わ
れ
た
通
り
に
し
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
金
田
明
信
執
事
長
は
普
段

温
和
な
方
で
あ
っ
た
が
、「
貸
し
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
た
か
ら
貸
し

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
来
布
教
師
た
る
も
の
は
、
話
術
に
よ
っ
て
そ

の
話
の
内
容
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
話
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

要
偈
道
場
の
道
場
表
顕
の
と
き
至
っ
て
、
勧
誡
の
通
り
で
は
な
い
か

と
感
動
さ
せ
る
こ
と
が
布
教
師
冥
利
に
尽
き
る
」
と
諄
々
と
教
授
さ

れ
た
。
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増
上
寺
始
め
関
東
地
方
の
要
偈
道
場
に
は
、
二
河
白
道
の
絵
図
を

掛
け
る
。
二
河
白
道
・
二
尊
遣
迎
と
い
う
道
場
表
顕
は
正
伝
法
前
伝

の
と
き
に
口
伝
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、「
闇
夜
道
場
口
伝
三
か
条
、

二
河
白
道
・
二
尊
遣
迎
の
表
示
」
と
い
う
よ
う
に
、「
口
伝
」
と
称

す
る
の
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
懺
悔
道
場
で
白
道

を
敷
く
意
味
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
善
導
寺
藤
堂
俊
章
台
下
は
、

な
ぜ
こ
の
懺
悔
道
場
で
二
尊
遣
迎
・
二
河
白
道
の
話
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
。
勧
誡
師
が
二
河
白
道
の
話
を
説
明
し
、
懺
悔
道
場

で
行
い
、
正
伝
法
で
ま
た
二
河
白
道
の
道
場
表
顕
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
問
題
提
議
を
し
て
い
る⑩

。
正
伝
法
の
伝
目
を
懺
悔
道
場
の

口
伝
と
し
て
表
示
す
る
論
議
は
、
今
ま
で
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
法
要
集
』
に
は
懺
悔
会
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
、
懺
悔
道
場

と
称
し
て
い
る
地
域
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
正
伝
法
の
前
伝
後
伝
は

要
偈
道
場
・
密
室
道
場
と
称
し
て
い
る
。
五
重
相
伝
の
法
会
の
中
の

法
要
は
、
開
白
・
剃
度
式
・
日
中
法
要
・
成
満
会
と
い
い
、
そ
れ
ぞ

れ
道
場
と
称
し
て
い
な
い
。
懺
悔
道
場
と
称
す
る
と
、
要
偈
道
場
・

密
室
道
場
と
同
格
の
伝
法
道
場
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

意
味
で
、
明
治
・
昭
和
初
期
の
名
称
は
、
正
伝
法
の
前
座
と
し
て
の

法
要
で
あ
り
、
正
伝
法
と
区
分
す
る
た
め
に
、
懺
悔
式
・
懺
悔
会
と

称
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　　

懺
悔
道
場
は
伝
法
で
あ
る
か
ら
正
し
く
伝
承
し
よ
う
と
い
う
伝
弘

の
精
神
で
、
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
て
き
た
方
式
を
遵
守
し
て
き
た
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
懺
悔
会
を
論
理
的
に
省
み
た
こ
と
が
あ
る
の

で
あ
ろ
う
か⑪

。
こ
の
地
域
で
は
従
来
か
ら
こ
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る

か
ら
こ
う
す
べ
き
で
は
な
く
、
懺
悔
会
の
本
来
の
意
義
を
改
め
て
問

い
直
す
べ
き
で
あ
る
。
最
後
に
、
近
江
・
大
和
方
式
は
何
時
頃
に
誰

が
考
案
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
年
代
の
記
さ
れ
た
文
書
が
あ
れ
ば
、
ご

教
授
く
だ
さ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

①  『
摂
取
の
風
光　

五
重
相
伝
を
学
ぶ
』（
知
恩
院
布
教
道
場
・
二

記
会
・
平
成
七
年
）、「
結
縁
五
重
会
」『
浄
土
宗
現
代
法
話
体

系
』
十
（
同
朋
舎
・
平
成
八
年
）

②  『
浄
土
宗
布
教
全
書
』
十
五
巻
（
昭
和
六
年
三
月
）

③  『
浄
土
宗
布
教
全
書
』
十
三
・
十
四
巻
（
昭
和
六
年
一
月
六
月
）

④ 
『
浄
土
宗
布
教
全
書
』
十
五
巻
八
頁

⑤  
昭
和
二
十
六
年
十
月
、
増
上
寺
。
本
書
は
十
二
門
戒
儀
で
、

「
日
課
戒
」
を
説
く
の
が
特
色
で
あ
る

⑥ 

『
教
学
週
報
』
昭
和
十
二
年
四
月
二
十
五
日
、
昭
和
十
三
年
八
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月
二
十
八
日
。
寛
堂
と
い
う
雅
号
を
持
つ
仏
画
を
能
く
し
た
人

で
、
応
蓮
社
声
誉
上
人
現
阿
寛
堂
秀
胤
老
和
尚
と
号
し
、
昭
和

十
三
年
八
月
二
十
三
日
遷
化
。

⑦ 

『
浄
土
教
報
』
明
治
二
十
九
年
一
月
十
五
日
、
240
号
。
校
正
は

清
浄
華
院
久
保
了
寛
法
主
と
広
告
に
記
さ
れ
て
い
る
（『
浄
土

教
報
』
明
治
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日
、
201
号
）。

⑧ 

上
・
九
四
ウ

⑨ 

京
都
教
区
伏
見
組
観
音
寺
で
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑩ 

「
五
重
相
伝
に
つ
い
て
」（『
教
化
研
究
』
第
一
号
。
平
成
二
年
）

⑪ 

大
和
方
式
は
、
伝
灯
師
と
勧
誡
師
の
立
ち
位
置
に
よ
っ
て
、
伝

灯
師
が
阿
弥
陀
如
来
の
代
理
と
な
り
、
勧
誡
師
が
釈
迦
如
来
の

代
理
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
配
置
が
二
尊

遣
迎
・
二
河
白
道
の
表
顕
と
な
り
、
懺
悔
道
場
に
白
道
を
敷
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
、
暗
闇
の
中
を
歩
む

姿
を
白
道
に
譬
え
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
懺
悔
会
は
素
晴

ら
し
い
法
要
で
あ
る
。
よ
り
よ
い
法
会
と
し
た
い
気
持
ち
は
十

二
分
に
分
か
る
が
、
懺
悔
道
場
と
要
偈
道
場
と
の
白
道
は
ど
の

よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
。
別
行
中
の
称
名
礼
拝
と
懺
悔
会
の

懺
悔
は
念
々
称
名
常
懺
悔
で
あ
る
。
煩
悩
を
断
ぜ
ず
と
も
、
念

仏
を
称
え
な
が
ら
白
道
を
歩
む
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
す

る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
の
が
二
河
白
道

で
あ
る
。
こ
の
二
河
白
道
を
渡
河
す
る
の
が
要
偈
道
場
で
あ
る
。

そ
の
渡
河
し
た
先
が
極
楽
浄
土
を
表
顕
し
た
密
室
道
場
で
あ
る
。

闇
夜
道
場
で
白
道
を
敷
く
こ
と
は
、
密
室
道
場
で
の
「
伝
法
道

場
表
顕
」
を
伝
弘
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
度
、

「
懺
悔
会
」
の
原
点
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

懺
悔
道
場
、
闇
夜
道
場
、
二
河
白
道
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法
然
上
人
の
念
佛
思
想
に
お
け
る
身
体
性
と
情
緒
性

齋　

藤　

蒙　

光

は
じ
め
に

　

浄
土
宗
学
の
外
に
お
い
て
近
年
、
町
田
宗
鳳
氏
が
独
自
の
法
然
論

を
展
開
し
、「
浄
土
教
の
人
々
は
、
と
か
く
信
仰
の
情
緒
面
ば
か
り

を
語
っ
て
、
意
志
的
実
行
面
か
ら
目
を
そ
む
け
が
ち
だ
が
、
身
体
性

に
支
え
ら
れ
な
い
信
仰
な
ど
あ
り
え
な
い
。
心
が
ほ
ん
と
う
に
納
得

す
る
に
は
、
体
も
丸
ご
と
納
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」１

と
主
張
し

て
い
る
。
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
情
緒
面
」「
信
仰
」
と
「
意

志
的
実
行
面
」「
身
体
性
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
は
、
町
田
氏
の
著

書
を
通
じ
て
、
次
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
情
緒
性
＝�「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
い
う
自
覚
や
阿
弥
陀
佛
の
大

慈
悲
な
ど
、
人
々
の
感
情
に
強
く
訴
え
掛
け
る
教
義
。

　
身
体
性
＝�

佛
道
実
践
や
、
そ
の
結
果
生
じ
て
く
る
宗
教
体
験
に
よ

っ
て
、
心
身
に
直
接
齎
さ
れ
る
作
用
。

確
か
に
法
然
思
想
の
研
究
に
関
し
て
は
、
称
名
念
佛
行
の
実
践
面
よ

り
も
、
情
緒
的
・
論
理
的
側
面
の
方
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
た
め
、

こ
の
身
体
性
へ
の
提
言
は
興
味
深
い
。

　

だ
が
町
田
氏
の
法
然
論
は
、
身
体
性
を
前
面
に
打
ち
出
す
一
方
で
、

法
然
浄
土
教
特
有
の
情
緒
性
を
甚
だ
し
く
軽
ん
じ
て
お
り
、
結
局
の

と
こ
ろ
二
つ
の
観
点
を
二
者
択
一
の
論
法
で
語
っ
て
い
る
。
こ
の
町

田
氏
の
提
言
を
受
け
て
私
は
、
む
し
ろ
身
体
性
と
情
緒
性
と
の
合
致

に
こ
そ
、
法
然
の
念
佛
思
想
の
独
自
性
を
見
出
す
べ
き
だ
と
思
い
至

っ
た
。
念
佛
行
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
具
体
的
な
作
用
や
、
宗
教
体
験

に
つ
い
て
語
る
法
然
自
身
の
言
葉
は
僅
か
で
あ
り
、
客
観
的
に
論
証

す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
関
連
す
る
説
示
を
抜
き
出
し
て
整
理
し
て

み
た
い
。
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１　

法
然
に
よ
る
口
称
念
佛
の
選
び

　

町
田
氏
は
、
法
然
は
比
叡
山
の
修
行
時
代
に
定
善
十
三
観
を
成
就

し
て
お
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
通
し
て
光
と
し
て
の
無
限
生
命
の
実

在
を
確
信
し
た
か
ら
こ
そ
、「
一
心
専
念
」
の
文
に
お
い
て
決
定
的

回
心
を
果
た
し
得
た
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
氏
は

「
他
力
」
を
自
力
に
よ
っ
て
到
達
す
る
高
み
と
位
置
づ
け
て
お
り
、

そ
こ
に
描
か
れ
る
法
然
像
は
自
力
聖
道
門
に
何
ら
挫
折
し
て
い
な
い
。

　

だ
が
『
徹
選
択
集
』
に
記
録
さ
れ
る
聖
光
房
弁
長
の
伝
語２

に
よ
る

な
ら
ば
、
法
然
は
浄
土
門
帰
入
以
前
、
戒
・
定
・
慧
の
三
学
を
実
践

し
て
無
漏
の
正
智
を
発
し
、
悪
業
・
煩
悩
の
き
ず
な
を
断
つ
こ
と
を

志
し
た
が
、
却
っ
て
「
三
学
非
器
」
を
実
感
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ

は
「
成
就
し
た
」
と
い
う
体
験
で
は
な
く
、「
決
し
て
成
就
し
得
な

い
」
と
い
う
強
烈
な
体
験
で
あ
り
、
法
然
は
佛
の
光
で
は
な
く
、
己

の
中
の
闇
を
直
視
し
た
。
そ
の
闇
は
、
心
の
散
乱
や
煩
悩
・
悪
業
の

根
深
さ
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
体
験
か
ら
法
然
は
、
源

信
の
『
往
生
要
集
』
に
学
び
易
く
行
じ
易
い
念
佛
の
一
門
を
見
出
す
。

そ
こ
で
は
心
を
集
中
さ
せ
る
観
想
行
の
代
わ
り
と
し
て
、
口
業
称
名

を
何
時
、
何
な
る
状
況
で
も
相
続
す
る
よ
う
説
か
れ
て
い
る
。
法
然

は
、
易
行
＝
劣
行
で
あ
る
は
ず
の
専
修
称
名
念
佛
が
決
定
往
生
の
行

業
と
な
る
理
由
を
求
め
て
、
善
導
の
書
物
を
読
み
込
み
、「
一
心
専

念
弥
陀
名
号
、
行
住
坐
臥
不
問
時
節
久
近
、
念
々
不
捨
者
、
是
名
正

定
之
業
、
順
彼
佛
願
故
」
と
い
う
一
文
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
佛
自
身

が
慈
悲
の
心
か
ら
、
易
行
で
あ
る
称
名
念
佛
を
往
生
行
と
し
て
定
め

た
の
だ
と
読
み
解
い
た
。

２�　

法
然
の
『
観
経
』
理
解�

　
　
　
　

―
定
善
十
三
観
と
称
名
念
佛
の
利
益
―

　

法
然
五
八
歳
頃
、
東
大
寺
の
僧
達
に
対
し
て
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る

三
部
経
講
説
で
は
、
浄
土
三
部
経
が
そ
れ
ぞ
れ
の
科
分
に
沿
っ
て
解

説
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
「
観
無
量
寿
経
釈
」
の
前
半
で
は
、
経
文

に
則
っ
て
定
散
二
善
が
往
生
行
と
し
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
定

善
十
三
観
の
説
明
に
お
い
て
、
法
然
は
観
想
行
の
利
益
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

地
想
観
の
利
益
＝
観
地
往
生

宝
樹
、
宝
池
、
宝
楼
観
の
利
益
＝
地
想
観
に
準
ず
る

華
座
観
の
利
益
＝
滅
罪
・
往
生

像
想
観
の
利
益
＝�

無
量
億
劫
の
罪
を
滅
す
る
、
現
身
に
念
佛
三

昧
を
得
る

真
身
観
の
利
益
＝
現
在
＝�

①
弥
陀
一
佛
を
見
る
②
一
切
諸
佛
を
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見
る
③
佛
心
を
見
る
④
現
身
に
成
佛

の
記
を
授
か
る

　
　
　
　
　
　
　

当
来
＝�

①
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
②
彼
の
土

で
無
生
忍
を
得
る

観
音
観
の
利
益
＝
滅
罪
・
生
善３

普
観
（
往
生
観
）
の
利
益
＝
現
身
に
往
生
を
得
る

ま
た
法
然
は
、
地
想
観
と
定
善
十
三
観
の
説
明
の
結
び
と
に
、
二
度

に
わ
た
り
『
観
経
疏
』
の
華
座
観
所
説
の
修
観
の
方
法
を
引
用
し
て

い
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
る
、「
無
クレ

問
二

日
夜
ヲ一　

行
住
坐
臥
身
口
意

業
常
ニ

與
レ

定
合
セ
ヨ
。
唯
萬
事
倶
ニ

捨
テ`　

由
シ

如
二
ナ
ル

失
意
聾
盲
癡

人
一
者
ノ
ハ　

此
ノ
定
必
即
易
シレ
得
」４

と
い
う
境
地
に
到
る
な
ら
ば
、
現

身
に
お
い
て
罪
業
を
滅
し
、
見
佛
を
果
た
し
て
、
覚
り
を
得
る
と
い

う
記
を
授
か
る
。
ま
た
命
終
後
の
往
生
の
み
な
ら
ず
、
現
身
に
往
生

す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る５

。

　

一
方
、「
観
経
釈
」
の
後
半
、
流
通
分
の
説
明
に
お
い
て
法
然
は
、

「
依
二
善
導
ニ一
廢
二
定
散
ノ
諸
行
ヲ一　

但
歸
二
念
佛
ノ
一
門
一
」
と
い
う
自
身

の
立
場
を
明
確
に
打
ち
出
し
、「
於
二

經
中
諸
文
一

略
輔
二

助
此
ノ

義
ヲ一
」
と
し
て
『
観
無
量
寿
経
』
よ
り
七
箇
所
の
経
文
を
列
挙
す
る６

。

法
然
は
そ
の
第
一
に
第
九
真
身
観
「
光
明
遍
照
」
の
文
を
挙
げ
て
、

な
ぜ
称
名
念
佛
の
一
行
の
み
が
光
明
を
蒙
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
と

問
い
を
立
て
、
そ
の
答
え
と
し
て
平
等
・
本
願
・
三
縁
の
三
義
を
挙

げ
て
い
る
。
三
縁
の
説
明
に
注
目
す
る
と
、
ま
ず
善
導
に
よ
る
親
縁

の
説
明
が
引
用
さ
れ
る
。
称
名
念
佛
を
行
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
阿

弥
陀
佛
と
の
間
に
「
彼
此
ノ

三
業
不
二

相
ヒ

捨
離
一
」７

と
い
う
呼
応
の

関
係
を
築
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
行
者
か
ら
佛
へ
の

一
方
的
な
呼
び
か
け
の
み
な
ら
ず
、
阿
弥
陀
佛
の
側
か
ら
、
見
聞
き
、

憶
念
さ
れ
る
と
い
う
応
答
も
含
有
さ
れ
て
い
る
。

　

続
く
近
縁
に
つ
い
て
、
善
導
が
「
衆
生
願
レ
見
レ
佛�

佛
即
應
レ
念
現

在
二

目
前
ニ一
」８

と
説
い
て
い
る
の
を
受
け
て
、
法
然
は
独
自
に
平

生
・
臨
終
の
二
義
を
掲
げ
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
若
人
念
レ

佛
ヲ　

阿
弥
陀
佛
無
數
化
身
化
觀
世
音
化
大
勢
至　

常
來
至
二

此
行
人
之

所
一
」９

と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
法
然
は
『
観
経
』
第
二
の
引
用
と

し
て
、
第
十
二
普
観
の
文
に
善
導
の
「
若
稱
禮
念
二
阿
彌
陀
佛
一
願
三

往
二
生
彼
國
一
者�

彼
佛
即
遣
二
無
數
ノ
化
佛
無
數
化
觀
世
音
化
大
勢
至

菩
薩
一
護
二
念
行
者
一
」10

と
い
う
言
葉
を
添
え
、
護
念
の
利
益
を
示
し

て
い
る
。
そ
れ
ら
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
法
然
は
善
導
が
近

縁
に
説
い
た
阿
弥
陀
佛
の
現
前
を
、
護
念
と
結
び
付
け
て
い
る
と
推

測
で
き
よ
う
。

　

そ
し
て
法
然
は
近
縁
に
お
け
る
臨
終
の
義
と
し
て
、
阿
弥
陀
佛
の

来
迎
を
示
し
て
お
り
、
三
縁
最
後
の
増
上
縁
の
説
明
や
『
観
経
』
第
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三
乃
至
第
六
の
引
用
で
も
、
滅
罪
と
来
迎
と
を
説
い
て
い
る
。

　

ま
と
め
る
と
「
観
経
釈
」
の
後
半
で
は
、
称
名
念
佛
行
の
利
益
と

し
て
、
阿
弥
陀
佛
の
側
よ
り
、
光
明
攝
取
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
、

護
念
と
滅
罪
、
そ
し
て
来
迎
、
往
生
が
齎
さ
れ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。

定
善
十
三
観
の
み
な
ら
ず
、
称
名
念
佛
行
に
よ
っ
て
も
、
滅
罪
が
果

た
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

３　

称
名
念
佛
に
よ
る
滅
罪
の
作
用

　
『
和
語
燈
録
』
所
収
の
「
十
二
箇
條
の
問
答
」
で
は
、
在
家
信
者

が
愚
痴
や
名
聞
・
利
養
な
ど
の
煩
悩
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
と
、
生
々

し
く
悩
み
を
吐
露
し
て
お
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
法
然
も
具
体
的
な

念
佛
行
の
利
益
を
説
き
示
し
て
い
る
。
そ
の
第
二
問
答
で
は
、
愚
痴

の
身
で
あ
る
か
ら
罪
を
滅
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
と
い
う
質
問
に
、

法
然
は
「
念
佛
す
る
物
を
は　

彌
陀
光
明
を
は
な
ち
て
つ
ね
に
て
ら

し
て
す
て
給
は
ね
は　

惡
縁
に
あ
は
す
し
て　

か
な
ら
す
臨
終
に
正

念
を
え
て
往
生
す
る
な
り
」11

と
答
え
て
い
る
。
ま
た
第
三
問
答
で
は
、

名
聞
利
養
の
心
を
捨
て
ら
れ
な
い
と
い
う
質
問
に
、
次
の
よ
う
に
答

え
る
。衆

生
の
心
は
つ
ね
に
名
利
に
そ
み
て　

に
こ
れ
る
事
か
の
み
つ

の
こ
と
く
な
れ
と
も　

念
佛
の
摩
尼
珠
を
投
く
れ
は　

心
の
み

つ
お
の
つ
か
ら
き
よ
く
な
り
て　

往
生
を
う
る
事
は　

念
佛
の

ち
か
ら
也
。
わ
か
心
を
し
つ
め　

こ
の
さ
わ
り
を
の
そ
き
て
の

ち　

念
佛
せ
よ
と
に
は
あ
ら
す
。
た
ゝ
つ
ね
に
念
佛
し
て　

そ

の
つ
み
を
は
滅
す
へ
し12

。

法
然
は
、
念
佛
行
が
相
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ず
と
心
が
浄
く
な

っ
て
い
く
と
説
い
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、「
南
無
阿
弥
陀
佛
」

と
呼
び
か
け
、
阿
弥
陀
佛
と
直
面
し
て
い
る
瞬
間
の
心
は
、
世
俗
的

な
営
み
や
欲
望
か
ら
一
時
的
に
離
れ
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
的
に
悪

業
を
作
さ
ず
に
済
む
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
法
然
が
心
を
浄
め
る
作
用
を
あ
く
ま
で
も

「
念
佛
の
力
」、
阿
弥
陀
佛
の
光
明
の
力
に
よ
る
も
の
だ
と
位
置
づ
け

て
い
る
点
で
あ
る
。『
東
大
寺
十
問
答
』
第
九
問
答11

に
は
、
念
佛
に

よ
っ
て
罪
を
滅
す
る
と
言
っ
て
も
、
命
終
後
に
往
生
を
遂
げ
る
ま
で

は
、
自
身
が
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
と
説
か

れ
て
い
る
。
ま
た
『
要
義
問
答
』
第
十
一
問
答11

や
『
七
箇
條
の
起
請

文
』
第
七
条11

を
み
る
と
、
阿
弥
陀
佛
の
力
に
よ
れ
ば
こ
そ
滅
罪
・
往

生
が
齎
さ
れ
る
の
だ
と
受
け
と
め
る
こ
と
で
、
魔
縁
を
遠
ざ
け
ら
れ

る
と
説
か
れ
て
い
る
。
も
し
そ
れ
を
自
身
の
力
に
よ
る
も
の
と
受
け

と
め
る
な
ら
ば
、
驕
慢
の
心
が
生
じ
、
煩
悩
に
深
く
囚
わ
れ
て
し
ま

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
法
然
は
、
貪
瞋
痴
の
煩
悩
や
悪
業
が
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軽
減
し
て
い
く
と
い
う
、
念
佛
行
に
よ
っ
て
身
心
に
齎
さ
れ
る
作
用

を
自
身
の
佛
道
実
践
能
力
の
向
上
と
は
捉
え
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
作

用
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
不
可
思
議
な
滅
罪
の
力
を
強
調
す
る
の

で
あ
る
。

４　
『
選
択
集
』
と
「
三
昧
発
得
記
」　

―
念
佛
三
昧
の
意
義

① 

口
称
念
佛
三
昧
と
定
善
十
三
観
と
の
共
通
点

　

法
然
は
浄
土
門
に
帰
入
し
て
後
、
一
日
六
万
遍
の
念
佛
を
称
え
続

け
た
と
い
う
。
そ
れ
は
正
に
、「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
、
行
住
坐
臥
、

不
問
時
節
久
近
、
念
々
不
捨
」
と
い
う
有
り
様
で
あ
る
。
ま
た
法
然

が
遺
し
た
と
さ
れ
る
歌
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
首
も
あ
る
。

あ
み
た
佛
と
心
は
に
し
に
う
つ
せ
み
の　

も
ぬ
け
は
て
た
る
こ

ゑ
そ
す
ヽ
し
き11

「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
称
え
続
け
る
念
佛
の
実
践
は
、
単
純
で
あ
る

が
故
に
、
自
ず
と
心
を
定
め
る
作
用
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
法
然
が

至
っ
た
「
も
ぬ
け
は
て
た
る
」
境
地
は
、
善
導
が
華
座
観
に
説
き
示

し
た
「
た
だ
万
事
倶
に
捨
て
て
、
由
し
失
意
聾
盲
痴
人
の
如
く
」
と

い
う
有
り
様
と
も
重
な
ろ
う
。
そ
し
て
『
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記
』

所
収
の
「
三
昧
発
得
記
」
に
よ
る
と
、
法
然
は
建
久
九
年
、
六
六
歳

の
時
、
正
月
の
別
時
念
佛
を
契
機
と
し
て
明
相
を
得
、
浄
土
の
依
報

荘
厳
を
見
想
し
始
め
る
。

　

ま
た
、
同
じ
年
の
春
に
法
然
は
『
選
択
集
』
を
撰
述
し
て
い
る
。

『
観
経
』
に
基
づ
く
第
七
章
か
ら
第
十
二
章
に
お
い
て
、
法
然
は
念

佛
三
昧
と
観
佛
三
昧
と
を
対
比
し
て
い
る
。
ま
ず
第
七
章
に
引
用
さ

れ
る
善
導
の
三
縁
釈
に
「
念
佛
三
昧
」
と
い
う
語
が
初
出
す
る
。

『
選
択
集
』
に
お
け
る
念
佛
三
昧
と
は
、「
彼
此
の
三
業
相
捨
離
せ

ず
」
と
い
う
呼
応
関
係
を
結
ぶ
、
称
名
念
佛
行
の
相
続
の
延
長
線
上

に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
し
て
第
十
一
章
の
、
念
佛
三
昧
の
滅
罪
の
利
益
に
関
す
る
説
明

で
は
、
五
逆
重
病
の
病
を
も
除
き
、
軽
重
の
あ
ら
ゆ
る
罪
を
滅
す
る

が
故
に
、「
以
二
念
佛
ヲ一
爲
二
王
三
昧
ト一
」11

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
称
名

念
佛
行
の
相
続
に
よ
り
、
煩
悩
の
軽
減
、
更
に
は
光
明
の
現
前
ま
で

体
験
し
て
い
る
法
然
は
、
実
感
を
込
め
て
こ
の
言
葉
を
語
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

ま
た
「
三
昧
発
得
記
」
に
は
二
箇
所
、
法
然
自
身
に
よ
る
三
昧
体

験
の
意
義
付
け
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
浄
土
の
見
想

と
い
う
自
ら
の
体
験
を
『
観
経
』
地
想
観
の
経
文
と
照
ら
し
合
わ
せ

て
、「
於
今
者　

依
經
并
釋　

往
生
無
疑
。
地
觀
ノ

文
ニ

心
得
無
疑
」

と
記
し
て
い
る18

。
こ
こ
に
至
っ
て
は
、
観
地
往
生
に
関
す
る
教
言
が

口
称
念
佛
三
昧
の
証
生
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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② 

観
佛
三
昧
と
は
異
な
る
、
念
佛
三
昧
の
独
自
性

　

法
然
は
『
選
択
集
』
第
十
一
章
に
お
い
て
、
念
佛
の
現
当
二
世
の

功
徳
を
説
い
て
お
り
、
現
益
と
し
て
阿
弥
陀
佛
、
観
音
・
勢
至
、
諸

佛
諸
菩
薩
の
護
念
を
蒙
り
、
当
益
と
し
て
命
終
時
に
往
生
を
遂
げ
、

最
終
的
に
は
成
佛
に
到
る
と
い
う
道
筋
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
第

十
二
章
に
お
い
て
は
、
一
切
諸
佛
を
見
て
現
前
に
授
記
を
得
る
と
い

う
、
覚
り
に
直
結
す
る
「
殊
勝
の
行
」
観
佛
三
昧
が
廃
さ
れ
て
お
り
、

本
願
を
原
動
力
と
す
る
念
佛
三
昧
が
立
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
法
然
は
、「
観
経
釈
」
な
ど
で
定
善
十
三
観
の
普
観
に
よ
る

現
身
の
往
生
を
認
め
て
い
た
が
、
自
身
の
浄
土
見
想
に
お
い
て
は
、

「
往
生
疑
い
な
し
」
と
、
あ
く
ま
で
も
命
終
後
の
往
生
浄
土
を
確
信

す
る
に
止
め
て
い
る
。
自
身
が
見
想
す
る
と
こ
ろ
の
浄
土
の
荘
厳
と

西
方
極
楽
浄
土
と
を
切
り
離
し
て
お
り
、
混
同
視
し
な
い
。

　

そ
し
て
同
じ
く
「
三
昧
発
得
記
」
に
よ
る
な
ら
ば
、
法
然
は
依
報

荘
厳
を
見
想
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
建
仁
二
年
、
七
〇
歳
の
時
に
は
、

勢
至
菩
薩
ま
で
も
目
の
当
た
り
に
す
る
。
法
然
自
身
は
そ
の
体
験
を

「
是
則
此
菩
薩
既　

以
念
佛
法
門
一
爲
所
證
法
門
故　

今
爲
念
佛
者
ノ一

示
現
。
其
相
不
可
疑
一
」19

と
受
け
止
め
て
い
る
。
自
ら
が
観
じ
て
描

き
出
し
た
の
で
は
な
く
、
勢
至
菩
薩
の
方
か
ら
現
れ
出
た
と
受
け
止

め
て
お
り
、
ま
た
そ
の
意
義
を
、
法
然
一
個
人
の
み
な
ら
ず
万
人
を

対
象
と
す
る
、
念
佛
往
生
の
法
門
そ
の
も
の
の
真
実
性
の
証
明
と
し

て
い
る
。
後
に
法
然
は
、
阿
弥
陀
佛
ま
で
も
目
の
当
た
り
に
す
る
が
、

そ
れ
も
、
護
念
・
証
生
の
延
長
線
上
に
お
い
て
意
義
付
け
て
い
る
と

推
測
で
き
よ
う
。

ま
と
め

　

町
田
宗
鳳
氏
は
法
然
の
思
想
を
研
究
す
る
に
際
し
て
、
情
緒
性
と

身
体
性
と
い
う
二
つ
の
観
点
を
対
立
関
係
に
置
い
て
い
る
が
、
そ
の

二
つ
の
観
点
が
矛
盾
せ
ず
、
両
立
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
法
然
の
念

佛
思
想
の
独
自
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

法
然
は
比
叡
山
で
の
修
学
に
お
い
て
、
三
学
非
器
を
自
覚
し
た
。

そ
れ
は
「
成
就
し
た
」
と
い
う
体
験
で
は
な
く
、「
決
し
て
成
就
し

得
な
い
」
と
い
う
強
烈
な
体
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
自
覚
で
あ
る
。

そ
れ
を
出
発
点
と
し
て
法
然
は
、
阿
弥
陀
佛
の
慈
悲
を
拠
り
ど
こ
ろ

と
す
る
、
浄
土
門
の
念
佛
往
生
に
帰
入
し
た
。

　

た
だ
し
称
名
念
佛
行
に
も
、
罪
業
や
煩
悩
の
軽
減
な
ど
、
身
心
に

直
接
齎
さ
れ
る
作
用
が
あ
る
。
だ
が
法
然
は
、
そ
れ
ら
の
作
用
を
、

阿
弥
陀
佛
の
光
明
に
よ
る
護
念
・
滅
罪
の
は
た
ら
き
と
し
て
受
け
止

め
て
い
る
。

　

ま
た
法
然
の
念
佛
は
、
散
心
と
と
も
に
相
続
さ
れ
た
が
、
一
日
六
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万
遍
、
時
に
別
時
念
佛
を
交
え
な
が
ら
の
実
践
が
、
自
ず
と
三
昧
状

態
を
呼
び
起
こ
し
た
。
だ
が
法
然
は
浄
土
を
見
想
し
て
も
、
彼
土
と

此
土
と
を
混
同
視
せ
ず
、
ま
た
勢
至
菩
薩
や
阿
弥
陀
佛
を
目
の
当
た

り
に
し
て
も
、
そ
れ
を
佛
・
菩
薩
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
と
し
て
受

け
止
め
て
い
る
。
法
然
に
お
い
て
は
、
三
昧
体
験
す
ら
情
緒
的
に
意

義
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
専
修
念
佛
の
実
践
は
心
身
に
具
体
的
な
作
用
を

も
齎
す
が
、
法
然
は
一
貫
し
て
そ
れ
を
、「
乱
想
」「
罪
悪
生
死
」
の

凡
夫
と
、
衆
生
救
済
の
大
慈
悲
か
ら
本
願
を
発
し
た
阿
弥
陀
佛
と
の

呼
応
関
係
と
い
う
、
情
緒
的
な
構
図
に
お
い
て
意
義
付
け
て
い
る
。

た
だ
し
そ
れ
を
逆
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
凡
夫
と
佛
と
い
う
構
図
は
平

板
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
重
層
性
や
奥
行
を
隠
し
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
。

１　

�

『
法
然　

世
紀
末
の
革
命
者
』
二
頁
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、

身
体
的
修
練
に
よ
っ
て
心
身
の
統
一
を
図
る
禅
や
密
教
に
、
東

洋
の
独
自
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
、
湯
浅
泰
雄
氏
な
ど
の
心
身

論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

２　

�『
浄
全
』
七
・
九
五
頁
上

３　

�

生
善
に
つ
い
て
は
、
源
信
『
往
生
要
集
』
念
佛
利
益
の
記
述

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

４　

�『
浄
全
』
二
・
四
五
頁
下

５　

�

現
身
に
往
生
で
き
る
と
い
う
説
示
は
、「
逆
修
説
法
」
二
七
日

に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

６　

�『
昭
法
全
』
一
二
〇
頁

７　

�『
昭
法
全
』
一
二
二
頁

８　

�『
昭
法
全
』
一
二
二
頁

９　

�『
昭
法
全
』
一
二
二
頁

10　

�『
昭
法
全
』
一
二
一
頁

11　

�『
昭
法
全
』
六
七
四
頁

12　

�『
昭
法
全
』
六
七
四
頁

11　

�『
昭
法
全
』
六
四
六
頁

11　

�『
昭
法
全
』
六
三
〇
頁

11　

�『
昭
法
全
』
八
一
四
頁

11　

�『
昭
法
全
』
八
八
〇
頁

11　
�

『
昭
法
全
』
三
三
八
頁
。
法
然
に
先
立
ち
、
道
綽
が
『
安
楽

集
』（『
浄
全
』
一
・
六
七
六
頁
下
）
に
お
い
て
、
念
佛
三
昧
を

「
三
昧
ノ
中
ノ
王
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。

18　

�『
昭
法
全
』
八
六
四
頁

19　

�

『
昭
法
全
』
八
六
四
頁
。『
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記
』
に
は
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「
念
佛
音
ヲ
」
と
あ
る
が
、
諸
本
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
改
め
た
。
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災
害
時
に
お
け
る
颯
田
本
真
尼
の
対
応
に
つ
い
て

坂　

上　

雅　

翁

は
じ
め
に

　

颯
田
本
真
尼
が
行
っ
た
布
施
行
の
中
か
ら
、
酒
田
大
震
災
（
明
治

二
十
七
年
）、
三
陸
大
津
波
（
明
治
二
十
九
年
）、
佐
賀
県
馬
渡
島
大

火
災
（
大
正
七
年
）
を
取
り
上
げ
、
本
真
尼
の
災
害
時
に
お
け
る
対

応
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

颯
田
本
真
尼
（
一
八
四
五
〜
一
九
二
八
）
は
颯
田
清
左
衛
門
の
長

女
と
し
て
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
十
一
月
二
十
八
日
に
愛
知
県
幡

豆
郡
吉
田
村
で
誕
生
す
る
、
幼
名
は
り
つ
。
安
政
三
年
（
一
八
五

六
）、
十
二
歳
で
三
河
碧
南
郡
旭
村
（
現
、
碧
南
市
）
貞
照
院
の
高

橋
天
然
和
上
に
つ
い
て
得
度
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
慈
教
庵

（
の
ち
の
徳
雲
寺
）
と
い
う
庵
を
結
ぶ
。

　

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
三
河
を
襲
っ
た
津
波
で
徳
雲
寺

が
被
災
す
る
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八

九
一
）
か
ら
大
正
十
三
年
（
一
九
二
五
）
ま
で
、
北
は
北
海
道
か
ら

南
は
鹿
児
島
県
ま
で
ほ
ぼ
全
国
に
わ
た
っ
て
地
震
、
津
波
、
火
山
噴

火
、
大
火
等
で
被
災
し
た
人
々
へ
三
十
四
年
間
に
わ
た
り
念
仏
結
縁

に
基
づ
く
慈
善
救
済
活
動
を
行
い
、
そ
の
布
施
戸
数
は
全
国
二
十
三

道
府
県
、
六
万
戸
に
及
ぶ
。
一
方
で
、
颯
田
本
真
尼
自
身
は
浄
土
律

の
流
れ
を
く
み
、
厳
し
い
修
行
と
清
貧
を
も
と
と
し
、
弟
子
も
多
く

育
成
し
た
。

　

矢
吹
慶
輝
編
『
本
真
老
尼
』（
昭
和
十
年
四
月
二
十
五
日
、
慈
教

庵
）、
藤
吉
慈
海
『
颯
田
本
真
尼
の
生
涯
』（
旧
版
タ
イ
ト
ル
『
布
施

の
行
者
颯
田
本
真
尼
』、
平
成
三
年
十
二
月
十
日
、
春
秋
社
）
に
よ

っ
て
本
真
尼
の
布
施
行
は
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
真
尼

の
布
施
行
は
、
一
人
の
尼
僧
が
個
人
で
行
え
る
規
模
を
遙
か
に
超
え

て
い
る
が
、
そ
の
業
績
を
資
料
か
ら
裏
付
け
た
研
究
は
ま
だ
見
ら
れ

な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
真
尼
自
身
の
布
施
行
が
陰
徳
を
常
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と
さ
れ
、
人
に
話
さ
ず
、
記
録
を
残
さ
ず
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
こ
の
発
表
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
部
の
記
録
か
ら
、

持
律
と
慈
善
救
済
の
関
係
、
颯
田
本
真
尼
の
災
害
時
の
対
応
と
施
物

の
流
れ
、
被
災
地
で
の
被
災
者
と
の
交
流
を
も
と
に
、
本
真
尼
の
徳

行
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

１
．
布
施
行
の
契
機

　

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
三
河
を
襲
っ
た
津
波
で
徳
雲
寺

が
被
災
し
た
こ
と
が
、
本
真
尼
を
災
害
へ
の
布
施
行
の
契
機
と
な
っ

た
。
翌
二
十
四
年
に
起
こ
っ
た
濃
尾
大
地
震
の
際
に
は
、
本
真
尼
自

身
へ
寄
せ
ら
れ
た
信
者
の
勧
募
に
合
わ
せ
、
当
時
、
岡
崎
の
昌
光
律

寺
に
あ
っ
た
志
運
和
上
の
信
者
を
通
じ
て
勧
募
し
た
も
の
を
罹
災
者

へ
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
の
酒
田
大

震
災
や
翌
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
の
三
陸
大
津
波
の
際
に
は
、

本
真
尼
の
受
戒
の
師
で
あ
っ
た
雲
照
律
師
を
は
じ
め
、
目
白
僧
園
の

夫
人
正
法
会
の
会
員
を
通
じ
て
集
め
ら
れ
た
施
物
を
私
財
と
と
も
に

被
災
地
へ
届
け
て
い
る
。
ま
た
、
本
真
尼
の
布
施
行
に
賛
同
し
た
篤

志
家
も
東
京
の
細
川
家
、
京
都
の
阪
根
家
、
山
形
の
本
間
家
、
大
阪

の
泉
谷
家
を
は
じ
め
全
国
津
々
浦
々
へ
と
増
え
て
い
っ
た
。

２
．
本
真
尼
と
雲
照
律
師

　

雲
照
律
師
と
は
本
真
尼
の
実
弟
、
善
苗
師
が
弟
子
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
交
流
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
本
真
尼
も
弟
子
と
と
も
に
雲

照
律
師
よ
り
受
戒
し
て
い
る
。
雲
照
律
師
の
戒
律
学
校
（
の
ち
に
目

白
僧
園
と
改
称
）
に
は
十
善
会
と
夫
人
攝
受
正
法
会
（
夫
人
正
法

会
）
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
機
関
誌
と
し
て
「
十
善
寶
窟
」、

「
法
の
母
」
を
発
刊
し
て
い
る
。

二
十
八
年
五
月
五
日
午
後
一
時
、
十
善
会
は
僧
園
道
場
に
お
い

て
、
律
師
を
戒
和
上
に
屈
請
し
て
、
春
季
菩
薩
戒
受
戒
会
を
挙

行
し
た
。
證
明
師
に
は
、
室
泉
寺
實
乗
、
愛
染
院
宥
乗
の
両
律

師
、
隨
喜
に
は
廣
徳
寺
全
鏡
、
國
上
寺
頓
阿
、
歡
喜
院
英
良
、

藥
王
院
宥
高
、
南
蔵
院
秀
榮
、
東
林
寺
法
如
、
勝
海
上
人
の
諸

師
が
同
席
し
た
。
受
者
は
新
受
、
重
受
あ
わ
せ
て
六
百
余
名
に

及
ん
だ
。
そ
の
上
首
に
三
河
幡
豆
郡
吉
田
村
徳
雲
寺
住
持
の
本

真
沙
彌
尼
と
近
住
尼
三
名
が
い
た
。　
（「
十
善
寶
窟
」
第
六
十

二
輯
、
雑
録
「
◎
十
善
会
春
季
菩
薩 

戒
授
與
式
概
況
」）

翌
六
日
午
後
一
時
、
僧
園
道
場
に
お
い
て
臨
時
菩
薩
戒
授
與
式

が
執
行
さ
れ
た
。
本
真
沙
彌
尼
、
念
稱
、
教
眞
、
眞
瑞
の
近
住

尼
の
四
人
は
、
こ
れ
を
重
受
し
、
そ
の
後
で
八
齋
戒
を
受
得
し
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て
い
る
。　
（「
十
善
寶
窟
」
第
六
十
二
輯
、「
◎
臨
時
授
戒
」、

「
◎
八
齋
戒
受
者
」） 

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
本
真
尼
は
雲
照
律
師
を
戒
律
の
師
と
し

て
、
弟
子
た
ち
と
と
も
に
授
戒
し
て
い
る
。
つ
ね
づ
ね
夫
人
正
法
会

の
会
員
の
婦
人
た
ち
へ
目
白
僧
園
の
雲
照
律
師
は
、「
戒
律
に
つ
い

て
は
私
の
方
が
詳
し
い
が
、
布
施
に
つ
い
て
は
本
真
尼
の
方
が
上

だ
」
と
話
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
目
白
僧
園
で
の
受
戒
を
機
に
、

皇
族
や
華
族
の
人
々
も
多
く
名
を
連
ね
た
夫
人
正
法
会
と
の
交
流
が

始
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

３
．
酒
田
大
震
災
（
明
治
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日
）

　

明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
十
月
二
十
二
日
午
後
五
時
三
十
七

分
、
庄
内
地
方
は
大
き
な
地
震
に
襲
わ
れ
た
。
被
害
は
ほ
と
ん
ど
庄

内
全
域
に
わ
た
り
、
最
上
川
の
川
口
を
中
心
と
し
て
最
上
川
本
流
、

赤
川
、
藤
島
川
、
大
山
川
の
合
流
点
付
近
の
被
害
が
大
で
、
最
上
川

の
川
口
に
位
置
す
る
酒
田
は
と
く
に
ひ
ど
く
、
家
屋
が
密
集
し
て
い

る
う
え
に
、
夕
食
準
備
の
時
間
で
あ
っ
た
た
め
方
々
か
ら
火
災
が
発

生
し
た
。
庄
内
地
震
と
も
酒
田
大
地
震
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。

　

記
録
に
よ
る
と
、
当
時
庄
内
の
全
戸
一
八
、九
六
七
戸
の
う
ち
、

全
壊
三
、一
五
七
戸
、
全
焼
一
二
、一
一
八
戸
、
死
者
七
一
八
人
、
負

傷
者
八
〇
八
人
の
被
害
と
な
っ
て
い
る
。
酒
田
の
う
ち
で
最
も
被
害

の
多
か
っ
た
の
は
最
上
川
、
新
井
田
川
口
沿
い
で
あ
っ
た
。
と
く
に

船
場
町
の
惨
状
は
目
を
覆
う
ば
か
り
で
、
酒
田
の
死
者
一
六
二
人
中
、

七
十
人
が
船
場
町
の
人
で
あ
る
。
救
援
に
あ
た
り
、
両
陛
下
か
ら

四
、〇
〇
〇
円
の
下
賜
金
、
本
間
家
か
ら
二
〇
〇
円
、
そ
の
他
、
旧

藩
主
酒
井
忠
篤
ら
多
く
の
人
々
が
援
助
に
協
力
し
た
。

（『
山
形
県
大
百
科
事
典
』）

　

こ
の
震
災
被
害
に
際
し
本
真
尼
は
、
雲
照
律
師
よ
り
受
戒
後
に
目

白
僧
園
夫
人
正
法
会
の
代
理
と
し
て
、
救
援
物
資
を
携
え
酒
田
に
赴

い
て
い
る
。
郷
土
史
家
の
故
田
村
寛
三
氏
は
、
こ
の
時
の
こ
と
を

「
石
巻
ま
で
船
を
使
い
、
そ
れ
か
ら
は
陸
路
で
救
援
物
資
を
山
ほ
ど

荷
車
に
積
ん
で
き
た
。
こ
の
と
き
は
寺
町
の
梨
屋
漬
物
店
に
泊
ま
っ

た
。
こ
こ
の
お
婆
さ
ん
が
熱
心
な
念
仏
信
者
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
縁
と
し
て
大
正
十
年
頃
ま
で
、
本
真
尼
は

本
間
家
を
中
心
に
酒
田
に
招
か
れ
、
多
い
年
は
一
年
に
七
回
訪
れ
念

仏
結
縁
の
法
話
を
行
っ
て
い
る
。
滞
在
す
る
期
間
も
長
く
、
一
ヶ
月

に
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
滞
在
し
た
の
は
、
本
間
家
の
み
な

ら
ず
、
本
真
尼
の
舎
利
塔
が
あ
る
浄
徳
寺
、
脇
寺
瑞
相
寺
に
酒
田
震

災
横
難
死
霊
供
養
塔
の
あ
る
林
昌
寺
を
は
じ
め
、
在
家
の
信
者
で
あ

る
齋
藤
家
（
漬
け
物
の
梨
屋
）、
郷
土
史
家
の
田
村
家
な
ど
で
あ
る
。
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二
十
八
年
五
月
〜
、
受
戒
後
、
本
真
尼
一
行
は
山
形
県
酒
田
町

に
赴
き
、
震
災
救
恤
に
従
事
。
被
災
地
へ
の
義
捐
物
資
は
、
律

師
の
『
人
の
道
』、
同
『
軍
事
に
関
す
る
観
念
』、
無
能
上
人
の

『
本
願
和
讃
』
等
、
三
千
余
部
。
さ
ら
に
衣
類
二
十
七
貫
目
、

蚊
帳
五
十
張
、 
古
着
類
八
十
貫
目
、
法
友
の
美
濃
の
智
曉
庵
主

と
と
も
に
購
入
し
た
五
十
圓
分
の
手
拭
い
と
風
呂
敷
で
あ
っ
た
。

　
（「
十
善
寶
窟
」
第
六
十
二
輯
「
◎
正
法
恢
復
の
前
兆
」、
同

第
七
十
一
輯
、
雑
録
「
◎
眞
味
逆
境
に
依
て
顕
は
る
」）

秋
十
一
月
〜
翌
二
十
九
年
一
月
、
本
真
尼
一
行
が
再
度
、
山
形

県
酒
田
市
に
赴
き
、
救
恤
物
資
を
施
与
し
た
。 

今
回
の
義
捐

物
資
は
、『
人
の
道
』
等
三
千
余
部
を
は
じ
め
、
三
河
、
尾
張
、

東
京
、
桑
折
、
仙
台
、
楯
岡
等
の
有
志
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
衣
類
、

四
百
四
十
貫
目
に
及
ん
だ
。（
同
前
）

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
義
捐
物
資
と
と
も
に
、
被
災
地
へ
雲
照

律
師
の
著
述
と
と
も
に
無
能
上
人
の
『
本
願
和
讃
』
を
届
け
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
回
の
救
恤
活
動
の
際
に
、
篤
信
者
の
中

に
、
桑
折
と
い
う
地
名
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
本
真
尼
が
尊
敬
し
た

無
能
上
人
ゆ
か
り
の
無
能
寺
が
所
在
す
る
地
で
あ
る
。
本
真
尼
が
入

寂
し
た
昭
和
三
年
に
は
、
酒
田
町
（
市
政
が
惹
か
れ
る
の
は
翌
年
）

全
域
に
「
三
河
の
尼
様
の
追
弔
会
」
と
題
し
た
チ
ラ
シ
が
配
付
さ
れ

た
。
そ
の
内
容
は
「
酒
田
大
震
火
災
の
折
、
幾
度
も
救
助
品
を
持
参

し
、
皆
様
を
お
慰
め
下
さ
れ
た
三
河
の
国
の
颯
田
本
真
老
尼
は
八
十

四
歳
を
以
て
去
る
八
月
八
日
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
皆
様
と
御
因

縁
の
浅
か
ら
ざ
る
此
の
尼
様
の
為
に
御
弔
い
を
い
た
し
ま
す
」
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
浄
徳
寺
の
婦
人
会
の
方
々
が
中
心
と
な

り
、
颯
田
本
真
尼
の
分
骨
を
受
け
、
浄
徳
寺
境
内
に
舎
利
塔
を
建
立

し
て
い
る
。

４
．
明
治
三
陸
大
津
波
（
明
治
二
十
九
年
六
月
十
五
日
）

　

一
八
九
六
年
（
明
治
二
十
九
年
）
六
月
十
五
日
午
後
七
時
三
十
二

分
三
十
秒
、
岩
手
県
上
閉
伊
郡
釜
石
町
（
現
・
釜
石
市
）
の
東
方
沖

二
〇
〇
ｋ
ｍ
を
震
源
と
し
て
起
こ
っ
た
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
・
二

〜
八
・
五
と
い
う
巨
大
地
震
で
あ
っ
た
。
地
震
に
伴
っ
て
、
本
州
に

お
け
る
当
時
の
観
測
史
上
最
高
の
遡
上
高
で
あ
る
海
抜
三
八
・
二
ｍ

を
記
録
す
る
津
波
が
発
生
し
、
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
。
死
者
は
二

二
、〇
〇
〇
人
弱
。
最
大
震
度
は
四
、
ほ
と
ん
ど
の
地
域
は
震
度
二

か
ら
三
程
度
で
あ
っ
た
た
め
、
避
難
が
遅
れ
、
甚
大
な
被
害
を
も
た

ら
し
た
。
夫
人
正
法
会
の
義
捐
活
動
は
地
震
直
後
か
ら
始
ま
っ
て
い

る
。

同
会
（
筆
者
注
、
夫
人
正
法
会
）
で
は
律
師
の
法
話
の
旨
を
受
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け
と
め
、
山
田
、
鳥
尾
、
三
浦
、
田
中
、
鼓
、
玉
置
、
児
玉
の

各
夫
人
が
発
起
人
と
な
り
、
日
頃
聞
か
さ
れ
て
い
る
勝
鬘
夫
人

の
十
種
の
大
願
の
内
、
第
八
願
の
趣
意
に
基
づ
き
、
十
善
会
々

員
や
夫
人
正
法
会
々
員
、
ま
た
有
縁 

の
人
々
に
、『
謹
ん
で
海

嘯
被
害
者
に
衣
類
の
施
與
を
請
ふ
書
』
を
示
し
、
施
与
品
等
を

勧
募
し
た
。　
（「
十
善
寶
窟
」
雑
録
、「
◎
夫
人
正
法
会
の
義

舉
」
よ
り
）

　

こ
の
旨
趣
書
に
は
、「
施
与
の
品
物
は
正
法
会
会
員
、
三
河
国
徳

雲
寺
、
本
真
尼
之
を
携
え
親
し
く
被
害
地
に
臨
み
施
与
せ
ら
れ
候
」

と
い
う
一
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
真
尼
へ
の
厚
い
信
頼
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
雲
照
律
師
は
七
月
三
日
付
け
で
次
の
よ
う
な

本
真
尼
宛
て
の
書
状
を
送
っ
て
い
る
。

片
時
も
早
く
古
着
及
被
裙
取
集
め
彼
地
へ
送
付
致
度
候
間
、
片

時
も
早
々
御
上
京
之
上
、
戸
々
に
到
り
十
善
六
波
羅
蜜
の
大
体

を
語
り
、
人
々
に
慈
善
の
志
を
勧
発
せ
し
め
被
遣
度
希
望
に
堪

え
ず
候
也
。

明
治
二
十
九
年
七
月
三
日
正
午　

雲
照
合
掌

本
真
老
尼
前

七
月
十
三
日
、
同
会
の
動
き
に
呼
応
し
て
、
律
師
の
戒
弟
の
本

真
尼
が
上
京
し
た
。
同
尼
は
、
僧
園
に
集
積
さ
れ
た
義
捐
品
を

携
え
、
自
ら
被
災
地
に
臨
み
、
手
ず
か
ら
施
与
す
る
こ
と
を
志

願
し
た
（
同
前
）。 

七
月
二
十
日
、
正
法
会
で
は
、
本
真
尼
の
い
ち
早
い
現
地
入
り

に
よ
る
支
援
を
実
現
す
る
た
め
、
第
一
回
の
義
捐
勧
募
を
締
め

切
っ
た
。
即
日
第
二
回
勧
募
を
始
め
る
。　　
　
　
　
　
　

（「
十
善
寶
窟
」
広
告
「
◎
東
奥
三
陸
羅
災
者
救
恤
義
捐
金
表
」

〜
。
第
七
十
七
輯
雑
録
「
◎
夫
人
正
法 

会
募
集
の
義
捐
品
」）

　

義
捐
品
の
整
理
も
大
変
な
作
業
だ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

こ
こ
ま
で
に
、
多
く
の
人
々
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
義
捐
品
は
、
五

万
余
点
の
多
数
を
数
え
た
。 

正
法
会
で
は
、
三
県
下
に
お
け

る
被
災
者
の
実
数
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
筋
に
問
合
せ
、

平
等
な
る
分
与
を
期
し
た
。 

そ
の
た
め
、
発
起
人
の
各
夫
人

や
本
真
尼
を
は
じ
め
と
す
る
数
十
人
の
女
性
た
ち
が
僧
園
事
務

所
に
日
参
し
、
二
、
三
点
、
あ
る
い
は
四
、
五
づ
つ
こ
れ
を
束

ね
、
荷
造
り
を
完
成
し
た
。
七
月
二
十
八
日
午
後
四
時
、
発
起

人
各
位
は
発
送
の
手
配
な
ど
す
べ
て
の
準
備
が
整
っ
た
の
で
、

律
師
に
そ
の
物
品
の
加
持
を
乞
う
て
い
る
。 

律
師
は
、
僧
園

大
講
堂
を
荘
厳
し
、
大
衆
を
率
い
て
入
堂
さ
れ
、
三
平
等
、
三

密
相
応
の
秘
観
を
凝
ら
し
、
う
ず
高
く
積
上
げ
ら
れ
た
衣
類
等
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の
物
品
に
加
持
灑
淨
を
行
い
、
参
列
し
た
同
会
々
員
八
十
数
名

に
対
し
て
十
善
戒
を
授
け
、
ま
た
懇
切
な
法
話
を
行
っ
た
。
そ

の
施
与
品
の
内
容
は
以
下
の
と
う
り
。

１　

衣
類
等
の
物
品
五
万
余
点

２　
『
人
の
道
』
千
五
百
部

３　
『
十
善
戒
自
受
法
』
一
万
部

４　

 

阿
弥
陀
仏
尊
影
千
体
（
大
阪
市
松
浦
善
右
衛
門
居
士
印

施
） 

５　

 

地
蔵
菩
薩
尊
影
二
万
体
（
東
京
今
泉
六
郎
居
士
令
室
芳
子

印
施
）

６　

加
持
土
砂
包
三
万
余
袋

７　

 

金
四
百
二
十
七
圓
十
六
錢
四
厘
（
内
百
二
十
七
圓
四
厘
は

十
善
会
義
捐
分
） 

以
上　

（「
十
善
寶
窟
」、「
法
の
母
」
第
三
十
八
号
、
雑
録
「
◎
義
捐
品

御
加
持
」、「
◎
阿
彌
陀
如
来
と
地
蔵
菩
薩
の
尊
影
印
施
」）

　

以
下
、
本
真
尼
の
三
陸
地
震
、
大
津
波
被
災
地
へ
の
布
施
行
に
つ

い
て
、「
十
善
寶
窟
」、「
法
の
母
」
の
主
立
っ
た
記
事
か
ら
、
そ
の

動
き
を
見
て
い
く
。

八
月
一
日
、
義
捐
品
が
汽
車
、
お
よ
び
汽
船
に
よ
っ
て
現
地
に

発
送
さ
れ
た
。 

同
日
午
後
、
本
真
尼
は
二
人
の
沙
弥
尼
を
随

え
、
上
野
発
の
汽
車
に
乗
り
、
一
路
仙
台
へ
向
け
て
出
発
し

た
。 

律
師
は
尼
に
対
し
て
、
加
持
土
砂
の
功
徳
と
そ
の
供
え

方
に
つ
い
て
、
懇
ろ
に
指
示
を
与
え
て
い
る
。（「
十
善
寶
窟
」、

雑
録
「
◎
土
砂
施
與
」
第
三
十
八
号
雑
録
「
◎
義
捐
品
御
加

持
」）。 

ま
た
今
泉
氏
令
室
は
、
律
師
に
懇
請
し
て
、
印
施
の
地
蔵
菩
薩

尊
影
二
万
体
の
開
眼
を
し
た
上
で
、
こ
れ
を
同
尼
に
託
し
て
い

る
（「
十
善
寶
窟
」「
◎
地
蔵
尊
御
影
印
施
」）。 

八
月
一
日
午
後
、
本
真
尼
一
行
は
上
野
駅
か
ら
汽
車
に
乗
り
、

仙
台
に
向
か
っ
た
。 

同
二
日
、
仙
台
に
到
着
。
佐
々
木
重
兵

衞
居
士
邸
に
一
泊
。 

翌
三
日
、
県
庁
に
勝
間
田
氏
（
県
知

事
？
）
を
訪
ね
、
正
法
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た
旨
を
伝
え
た
。
氏

は
大
変
よ
ろ
こ
ば
れ
、
各
郡
役
所
等
に
そ
の
旨
を
通
達
し
た
。

一
日
お
い
た
五
日
午
後
、
塩
竈
に
至
り
一
泊
。
翌
六
日
、
同
港

か
ら
船
便
に
て
牡
鹿
郡
石
巻
港
に
渡
る
。
船
中
、
水
難
に
遭
わ

れ
た
精
霊
回
向
の
た
め
、
地
蔵
菩
薩
御
影
を
取
り
出
し
、
流
水

供
養
を
行
っ
た
。
同
乗
の
人
々
は
み
な
隨
喜
し
て
、
先
を
争
っ

て
供
養
さ
れ
た
。
そ
こ
で
『
人
の
道
』
や
『
十
善
戒
自
受
法
』

等
を
施
与
し
た
。

七
日
、
牡
鹿
、
桃
生
の
二
郡
の
役
所
を
訪
ね
て
慰
問
し
た
。
次
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い
で
十
五
濱
に
赴
い
た
が
、
そ
の
惨
状
に
戦
慄
し
た
と
い
う
。

中
で
も
荒
濱
は
全
村
が
流
出
し
一
戸
も
姿
を
留
め
て
い
な
か
っ

た
と
。
そ
の
地
に
は
、
三
日
間
逗
留
し
、『
人
の
道
』
や
『
自

受
法
』
等
を
施
与
し
た
。
ま
た
一
々
墓
所
に
詣
で
て
回
向
を
行

っ
た
。
次
に
十
三
濱
に
出
、
激
甚
災
害
地
の
相
川
を
は
じ
め
、

小
指
、
大
指
、
谷
倉
、
悲
惨
を
き
わ
め
た
長
清
水
、
ま
た
田
の

浦
等
十
里
に
お
よ
ぶ
道
程
を
く
ま
な
く
慰
問
し
、
義
捐
物
資
を

そ
れ
ぞ
れ
に
施
与
し
た
。
志
津
川
に
い
た
る
と
す
ぐ
に
病
院
を

訪
ね
、
収
容
者
を
慰
問
し
、
物
資
を
施
与
し
、
ま
た
法
話
を
行

い
、
十
善
戒
と
念
仏
を
授
け
た
。

十
四
日
、
清
水
濱
に
出
る
。
当
地
の
惨
状
も
ま
た
筆
舌
に
尽
く

せ
ず
、
死
者
百
八
十
名
、
戸
数
三
十
四
戸
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。 

そ
こ
か
ら
気
仙
沼
に
い
た
る
ま
で
の
八
、
九
ヶ
村
、
二
十
六
、

七
の
字
に
お
よ
ぶ
被
災
地
を
も
れ
な
く
慰
問
し
た
。 
な
か
ん

づ
く
階
上
村
は
凄
惨
を
き
わ
め
た
。
全
村
八
十
余
戸
す
べ
て
が

流
出
、
四
百
余
の
遺
体
は
海
岸
の
一
ヶ
所
に
葬
ら
れ
、
そ
こ
に

は
た
だ
小
石
が
塁
々
と
重
な
る
上
に
一
本
の
標
木
の
み
が
あ
っ

た
と
い
う
。
一
行
は
懇
ろ
に
誦
經
し
て
加
持
土
砂
を
墓
に
納
め

精
霊
を
弔
っ
て
い
る
。
十
七
日
、
気
仙
沼
に
着
き
、
同
地
の
病

院
を
訪
ね
慰
問
し
た
。

ま
ず
気
仙
郡
唐
桑
村
、
横
田
村
等
を
施
行
。
二
十
一
日
、
尾
張

の
小
西
三
郎
居
士
か
ら
の
「
十
善
寶
窟
」、「
法
の
母
」
義
捐
物

資
を
一
ノ
関
ま
で
受
け
取
り
に
向
か
う
。
途
中
、
一
老
夫
婦
の

家
で
齋
食
し
、
地
蔵
菩
薩
御
影
を
授
け
た
。
翌
日
、
午
後
一
時
、

一
ノ
関
に
着
き
荷
物
を
受
け
と
る
。 

以
降
、
末
崎
、
大
船
戸
、

綾
里
、
越
喜
來
、
大
明
戸
、
唐
丹
等
の
村
落
を
慰
問
し
て
施
行

し
た
。 

九
月
十
九
日
、
釜
石
港
に
着
く
。
同
港
の
被
害
は
県

下
で
も
突
出
し
て
お
り
、
犠
牲
者
の
数
は
三
千
七
百
余
人
に
及

ん
で
い
る
。

西
閉
伊
郡
役
所
は
、
被
災
者
救
護
の
た
め
同
地
に
出
張
し
て
い

た
。
一
行
は
同
地
の
病
院
、
郡
役
所
等
を
一
々
訪
れ
、
ま
た
被

害
者
一
同
へ
は
も
れ
な
く
義
捐
物
資
を
施
与
し
た
。 

二
十
三

日
、
両
石
に
出
、
次
い
で
大
槌
、
舟
越
、
織
笠
、
山
田
、
大
澤
、

重
茂
等
の
十
余
ヶ
村
に
お
い
て
施
行
し
た
。 

二
十
九
日
、
田

老
に
出
た
。
当
地
の
被
害
は
釜
石
に
匹
敵
し
て
い
た
。
全
四
百

戸
の
内
、
残
存
す
る
の
は
わ
ず
か
に
四
十
戸
の
み
。
そ
こ
か
ら

南
九
戸
の
施
行
を
行
い
、
岩
手
県
巡
錫
を
終
え
た
。

本
真
尼
一
行
の
巡
錫
（
青
森
県
）

一
行
は
十
月
九
日
、
青
森
県
三
戸
郡
の
被
災
地
に
到
着
。
ま
ず

鮫
、
港
等
で
施
行
。 

十
五
日
、
上
北
郡
に
至
り
、
百
石
、
三
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澤
の
両
村
に
お
い
て
施
行
。 

十
月
十
七
日
、
す
べ
て
の
施
行

を
終
了
し
た
。
帰
路
、
恐
山
に
立
ち
寄
る
。
二
十
五
日
、
盛
岡

県
庁
を
慰
問
し
、
三
十
一
日
午
後
、
帰
京
し
て
い
る
。　
（「
法

の
母
」
第
四
十
一
号
、
雑
録
「
◎
巡
錫
中
の
概
況
」、「
寶
窟
」

第
八
十
輯
、
雑
録
「
◎
三
陸
被
害
者
慰
問
」）。 

５
．
佐
賀
県
馬
渡
島
の
火
災
（
大
正
七
年
一
月
三
十
日
）

　

一
九
一
八
年
（
大
正
七
年
）
一
月
三
十
日
、
佐
賀
県
唐
津
市
沖
の

玄
界
灘
に
あ
る
馬ま
だ
ら渡

島じ
ま

が
大
火
に
あ
う
。
こ
の
島
は
、
も
と
も
と
仏

教
徒
が
住
む
島
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
九

州
本
土
か
ら
逃
れ
て
集
落
を
形
成
し
た
島
で
あ
る
。
現
在
、
島
の
人

口
は
五
〇
〇
人
ほ
ど
だ
が
、
三
分
の
二
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
、
三
分

の
一
が
仏
教
徒
で
、
い
ま
で
も
住
む
地
域
は
は
っ
き
り
と
分
か
れ
、

聞
き
取
り
調
査
で
は
、
三
十
年
ほ
ど
前
ま
で
交
流
は
も
ち
ろ
ん
、
地

域
を
越
え
て
結
婚
す
る
事
も
な
か
っ
た
と
の
事
で
あ
る
。
当
時
三
十

八
戸
の
仏
教
徒
の
集
落
と
納
屋
三
十
戸
も
全
焼
す
る
。
こ
の
年
の
三

月
四
日
に
本
真
尼
は
馬
渡
島
へ
支
援
物
資
を
携
え
財
施
を
施
し
に
渡

る
。
こ
の
時
の
篤
信
者
の
中
で
、
と
く
に
大
阪
船
場
の
木
綿
問
屋
、

泉い
ず
谷た
に
儀
三
郎
、
花
夫
妻
の
本
真
尼
を
通
じ
て
の
財
政
援
助
は
現
代
ま

で
島
で
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

　

島
の
仏
教
徒
地
区
で
あ
る
「
宮
の
本
」
に
あ
る
観
音
堂
に
は
、
本

真
尼
と
泉
谷
花
さ
ん
が
菩
薩
の
姿
で
祀
ら
れ
て
い
る
。
泉
谷
夫
妻
は

馬
渡
島
の
支
援
を
す
る
以
前
か
ら
、
本
真
尼
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な

被
災
地
へ
救
援
物
資
を
送
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
と
く
に
馬
渡

島
の
火
災
に
つ
い
て
は
全
面
的
な
援
助
を
し
て
い
る
。
こ
の
観
音
堂

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
資
料
を
見
る
と
、
当
時
、
唐
津
市
に
も
な
か
っ

た
蓄
音
機
や
ラ
ジ
オ
を
贈
り
、
唐
津
市
の
学
校
に
進
学
す
る
生
徒
に

は
奨
学
金
も
出
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

本
真
尼
は
全
焼
し
仏
壇
も
焼
け
て
し
ま
っ
た
こ
の
島
の
仏
教
徒
全

世
帯
に
、
阿
弥
陀
仏
像
を
贈
っ
て
い
る
。
こ
の
阿
弥
陀
仏
像
の
多
く

は
現
在
も
馬
渡
島
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
お
厨
子
に
は
寄
進
し
た
方

の
住
所
氏
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
筆
は
、
石
橋
誡
道
上
人

の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

結
論
に
か
え
て

　

持
律
、
念
仏
結
縁
、
布
施
行
を
一
生
涯
貫
い
た
颯
田
本
真
尼
は
、

久
松
真
一
氏
の
言
葉
か
ら
、
後
世
「
布
施
の
行
者
」
と
呼
ば
れ
る
。

そ
の
理
由
は
、
国
家
的
な
慈
善
救
済
事
業
の
骨
格
が
未
熟
な
時
代
に

お
い
て
、
戒
律
堅
固
で
清
貧
な
生
活
を
送
っ
た
浄
土
宗
の
一
人
の
尼

僧
が
、
な
ん
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
持
た
ず
に
始
め
た
被
災
地
へ
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の
布
施
行
が
、
念
仏
結
縁
を
通
じ
て
多
く
の
篤
信
の
方
々
の
心
を
つ

か
み
、
全
国
的
な
広
が
り
を
見
せ
た
と
い
う
事
に
つ
き
る
。

　

颯
田
本
真
尼
の
念
仏
結
縁
を
目
的
と
し
た
布
施
行
は
、
本
真
尼
自

ら
の
情
熱
と
、
そ
の
清
貧
・
陰
徳
の
姿
に
対
し
て
賛
同
し
た
、
昌
光

律
寺
の
志
運
和
上
、
目
白
僧
園
の
雲
照
律
師
と
夫
人
正
法
会
の
女
性

た
ち
、
そ
し
て
東
京
の
細
川
家
、
京
都
の
阪
根
家
、
山
形
の
本
間
家
、

大
阪
の
泉
谷
家
を
は
じ
め
と
す
る
篤
志
家
の
人
々
と
、
多
く
の
弟
子

た
ち
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
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江
戸
期
に
お
け
る
災
害
物
故
者
へ
の
念
仏
回
向
に
つ
い
て

―
明
暦
大
火
と
貞
存
の
思
想
―

東　

海　

林　

良　

昌

は
じ
め
に

　

東
日
本
大
震
災
発
生
以
降
、
日
本
の
仏
教
寺
院
や
僧
侶
は
、
震
災

発
生
直
後
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
瓦
礫
撤
去
や
被
災
者
支
援
活
動

と
並
行
し
て
震
災
物
故
者
の
葬
儀
や
追
善
供
養
を
行
い
、
人
々
の
悲

嘆
に
寄
り
添
う
活
動
を
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
知
識
層
の
中

に
も
、
突
然
命
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
死
者
と
生
存
者
と
の
関
係
性
が

問
題
と
さ
れ
て
お
り１

、
歴
史
的
に
も
祖
先
祭
祀
を
担
っ
て
き
た
日
本

仏
教
は
、
今
後
活
動
の
面
に
お
い
て
も
、
考
え
方
に
お
い
て
も
、
社

会
の
中
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。

　

さ
て
、
災
害
時
に
お
け
る
死
者
と
生
存
者
と
の
関
わ
り
に
仏
教
が

果
た
す
役
割
は
、
東
日
本
大
震
災
に
限
ら
ず
こ
れ
ま
で
幾
度
か
歴
史

の
中
に
登
場
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
江
戸
時
代
初
期
に
発
生
し
た
明

暦
大
火
に
お
け
る
仏
教
者
の
活
動
に
注
目
し
た
い
。
近
年
の
日
本
近

世
仏
教
史
研
究
を
俯
瞰
す
る
と
、
幕
府
の
庇
護
の
下
、
体
制
下
に
組

み
込
ま
れ
随
順
し
た
と
い
う
、
画
一
的
な
近
世
仏
教
堕
落
論
か
ら
、

体
制
内
に
あ
り
な
が
ら
も
近
代
に
つ
な
が
る
活
動
や
思
想
の
展
開
が

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る２

。
今
回
浄
土
宗
僧
侶
貞
存
に

よ
る
災
害
物
故
者
追
善
回
向
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
背

景
に
あ
る
仏
教
思
想
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
、
近
世
仏
教
者
の
活
動

と
思
想
に
さ
ら
な
る
光
を
当
て
て
い
き
た
い
。

一
、
明
暦
大
火
と
回
向
院
の
成
立

　

明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
一
月
十
八
日
か
ら
十
九
日
に
か
け
て
発

生
し
た
大
火
は
、
江
戸
の
町
を
焼
き
尽
く
し
た
。
徳
川
家
康
に
よ
っ

て
江
戸
に
幕
府
が
開
か
れ
て
以
降
、
未
曽
有
の
大
災
害
で
あ
っ
た３

。

し
ば
ら
く
被
害
の
様
子
と
幕
府
の
対
応
を
諸
書
に
よ
っ
て
確
認
し
て

お
く
。
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大
火
に
よ
る
物
故
者
の
供
養
の
た
め
に
開
か
れ
た
回
向
院
の
縁
起

等４

に
よ
る
と
、
明
暦
大
火
で
は
、
火
災
に
よ
る
焼
死
と
、
火
災
を
避

け
よ
う
と
河
に
飛
び
込
ん
だ
こ
と
に
よ
る
溺
死
が
死
者
数
を
増
加
さ

せ
た
原
因
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
四
日
後
に
は
、
大
雪
が
降
り
急
速

な
気
温
低
下
に
よ
る
死
者
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
時
の
四
代
将
軍
徳

川
家
綱
は
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
等
を
祀
る
浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺

に
参
詣
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
大
火
の
被
害
の
た
め
急
遽
延
期
と

な
っ
た
。
そ
の
代
参
を
勤
め
た
保
科
正
之
は
、
そ
の
帰
り
道
に
路
上

に
横
た
わ
る
多
数
の
遺
体
を
見
て
、
幕
府
の
諸
役
と
会
議
の
上
将
軍

に
奏
達
し
、
本
所
牛
島
（
現
在
の
東
京
都
墨
田
区
両
国
）
に
五
十
～

六
十
間
（
約
九
十
～
百
八
メ
ー
ト
ル
）
四
方
の
穴
を
掘
ら
せ
、
死
者

を
埋
葬
し
た
。
そ
の
数
は
十
万
八
千
人
。
そ
し
て
そ
の
供
養
を
増
上

寺
二
十
三
世
遵
誉
貴
屋
に
命
じ
た
。
貴
屋
は
す
ぐ
さ
ま
増
上
寺
の
僧

に
命
じ
て
、
こ
の
地
で
追
善
法
要
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
幕
府
か
ら
念

仏
堂
と
庫
裏
の
提
供
を
受
け
て
寺
院
と
し
て
の
体
を
成
す
よ
う
に
な

る
と
、
国
豊
山
回
向
院
と
名
付
け
ら
れ
、
貴
屋
は
小
石
川
智
香
寺
第

二
世
貞
存
を
移
住
さ
せ
供
養
を
行
わ
せ
た
。
そ
の
後
伽
藍
が
建
築
さ

れ
、
不
断
念
仏
の
道
場
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
回
向
院
の

成
立
そ
の
も
の
が
、
明
暦
大
火
の
物
故
者
供
養
を
基
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。

二
、
貞
存
の
事
績
と
回
向
院
住
持
選
任
の
理
由

　

貞
存
（
一
六
〇
九
～
一
六
八
四
）
は
、
肥
後
国
（
現
在
の
熊
本

県
）
の
出
身
で
、
俗
称
は
佐
賀
氏
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
俗

縁
は
詳
細
に
は
残
っ
て
い
な
い
。
江
戸
に
上
り
浄
土
宗
関
東
十
八
檀

林
の
一
つ
で
あ
る
伝
通
院
（
現
在
の
東
京
都
文
京
区
小
石
川
）
で
、

当
山
第
四
世
聞
悦
か
ら
附
法
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
寛
永
二
十
年

（
一
六
四
四
）
ご
ろ
、
伝
通
院
の
末
寺
で
あ
る
智
香
寺
の
住
職
と
な

る
。
こ
の
智
光
寺
は
、
徳
川
家
康
の
母
、
御
代
の
方
（
伝
通
院
）
の

荼
毘
所
で
あ
る
。
開
山
は
貞
存
の
師
聞
悦
で
あ
り
、
貞
存
は
同
寺
の

二
世
に
あ
た
る
。
そ
の
後
明
暦
三
年
に
回
向
院
に
移
り
、
手
腕
を
振

る
う
よ
う
に
な
る
。
特
筆
す
べ
き
貞
存
の
自
行
や
教
化
は
、
造
仏
と

常
念
仏
で
あ
る
。
ま
ず
造
仏
に
つ
い
て
は
、
自
刻
の
阿
弥
陀
仏
や
二

十
五
菩
薩
像
等
を
智
光
寺
と
回
向
院
に
安
置
し
て
い
る
。
次
に
常
念

仏
は
、
智
光
寺
住
職
時
代
に
蓮
実
念
仏
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
唱

え
る
念
仏
の
数
を
蓮
の
実
を
も
っ
て
数
え
る
行
で
あ
り
、
そ
の
量
が

三
十
石
（
約
五
百
四
十
ℓ
、
一
日
一
升
を
三
千
日
継
続
し
た
積
算
）

に
も
な
り
、
そ
の
実
を
用
い
て
、
同
寺
の
池
の
蓮
と
し
て
育
て
た
。

こ
こ
で
三
千
日
（
約
八
年
以
上
）
の
常
念
仏
を
行
っ
て
い
る５

。

　

こ
の
貞
存
が
、
回
向
院
の
住
持
を
任
さ
れ
た
理
由
は
、
智
香
寺
時
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代
に
三
千
日
に
わ
た
り
念
仏
一
行
で
回
向
を
行
っ
た
実
績
を
認
め
ら

れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
何
故
幕
府
の
命
を
受
け
た
増
上
寺
二
十
三
世
喜
屋
が
、
住
持

の
役
を
果
た
せ
な
か
っ
た
の
か
。

　

喜
屋
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
か
ら
体
調
を
崩
し
江
戸
城
へ
の

登
城
を
代
参
さ
せ６

、
一
時
は
回
復
す
る
も７

、
万
治
二
年
（
一
六
五

九
）
に
は
病
臥
に
よ
り
将
軍
徳
川
秀
忠
の
増
上
寺
参
拝
に
応
対
で
き

ず８

、
同
年
十
一
月
に
は
老
衰
に
よ
り
隠
居
し
増
上
寺
二
十
四
世
に
露

白
が
推
戴
さ
れ９

、
万
治
三
年
（
一
六
七
〇
）
に
遷
化10

し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
幕
府
か
ら
大
火
物
故
者
の
供
養
を
命
じ
ら
れ
た
時
期

よ
り
、
貴
屋
は
病
床
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
。
増
上
寺
と
回
向
院

と
の
兼
務
が
健
康
上
の
理
由
も
あ
り
困
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
実
績
の
あ
る
念
仏
者
と
し
て
貞
存
を
回
向
院
専
任
の
住
持
と
し

て
選
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

三
、�

幕
府
の
物
故
者
へ
の
対
応
と
物
故
者
追
善
供
養
に

見
る
貞
存
の
思
想

　

本
章
で
は
、
貞
存
が
大
火
物
故
者
の
供
養
を
ど
の
よ
う
な
形
で
進

め
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
背
景
と
な
る
仏
教
思
想
は
何
な
の
か
に
つ

い
て
考
察
を
進
め
た
い
。
そ
の
考
察
を
始
め
る
前
に
、
幕
府
側
の
大

火
物
故
者
へ
の
対
応
と
そ
の
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

五
、
死
体
始
末
（
附
、
回
向
院
創
立
）
大
災
後
死
者
の
死
体
は
、

牛
島
に
合
葬
し
、
回
向
院
を
創
し
て
こ
れ
を
弔
祭
せ
し
む
。

二
十
八
日
。

今
度
焼
死
之
面
々
、
死
骸
所
々
よ
り
取
集
め
、
牛
島　

市
内
本

所
区　

に
葬
り
、
弔
い
申
す
べ
き
に
付
き
、
増
上
寺
方
丈
へ
仰

せ
つ
け
ら
れ
、
金
三
百
両
こ
れ
を
下
せ
ら
る11

。

二
十
九
日
。

江
戸
中
焼
死
之
者
向
島
へ
埋
め
、
寺
を
建
て
、
回
向
院
と
号
す12

。

　

こ
れ
は
明
暦
三
年
二
月
の
幕
府
側
の
日
誌
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、
物
故
者
の
遺
体
を
示
す
、「
死
体
」・「
死
骸
」
を

「
始
末
」・「
取
集
め
」・「
埋
め
」
と
い
う
下
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

物
故
者
の
遺
体
を
あ
く
ま
で
「
物
」
と
し
て
扱
い
、
そ
れ
を
市
街
地

か
ら
取
り
除
き
、
一
か
所
に
運
び
埋
葬
す
る
と
い
う
、
都
市
の
環
境

整
備
の
意
味
合
い
を
見
い
だ
せ
る
。
そ
の
一
方
、
一
連
の
対
応
を
将

軍
徳
川
家
綱
に
奏
達
し
た
保
科
正
之
は
、
物
故
者
遺
体
処
理
と
幕
府

に
よ
る
政
治
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て

い
る
。ま

さ
に
今
昇
平
年
久
し
く
し
て
、
都
下
輻
輳
す
る
と
こ
ろ
の
生

霊
、
み
な
我
君
を
も
て
父
母
と
す
る
と
こ
ろ
の
子
な
り
、
し
か
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る
を
か
く
の
ご
と
く
捨
置
に
忍
ひ
ん
や
。
早
く
埋
葬
し
、
祭
祀

せ
ら
れ
ば
、
大
恩
の
枯
骨
に
及
ぶ
と
い
へ
ら
ん
仁
政
の
一
端
な

る
べ
し11

　

こ
の
よ
う
に
、
幕
府
側
か
ら
す
れ
ば
、
遺
体
を
埋
葬
し
回
向
院
に

供
養
さ
せ
る
こ
と
が
「
仁
政
」
で
あ
り
、
当
時
そ
の
よ
う
な
仁
徳
政

治
を
行
う
理
想
的
君
主
像
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
民
衆
統
治
が
進
め

ら
れ
て
い
た11

。
つ
ま
り
、
将
軍
の
命
に
よ
り
、
放
置
さ
れ
た
遺
体
を

一
か
所
に
埋
葬
す
る
こ
と
は
、
君
主
の
仁
政
の
も
と
幕
府
の
災
害
対

応
が
成
功
し
た
こ
と
を
公
告
で
き
る
機
会
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
貞
存
の
対
応
を
見
て
み
よ
う
。
実
際
の
遺
体
の
運
搬
と
埋

葬
は
車
善
七
・
松
右
衛
門
の
配
下
の
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
貞
存
等

は
埋
葬
さ
れ
た
塚
の
前
や
急
ご
し
ら
え
の
小
庵
で
の
供
養
を
主
な
業

務
と
し
た
。

　

明
暦
大
火
二
十
三
回
忌
に
建
立
さ
れ
た
供
養
塔
の
銘
文
に
よ
る
と
、

（
正
面
）
延
宝
三　

乙
卯　

年　

三
界
万
霊
六
親
眷
属
七
世
父

母（
梵
サ
）
一
万
日
数

（
梵
キ
リ
ー
ク
）
奉
回
向
明
暦
三
丁
酉
孟
春　

十
八
日　

十
九

日　

為
焚
焼
溺
水
諸
聖
霊
等
増
進
仏
果

（
梵
サ
ク
）
別
時
念
仏　

八
月
二
十
五
日　

蠢
蠢
群
生
有
情
無

情
悉
皆
成
仏

（
右
向
）　

善
導
大
師　

令
声
不
絶　

増
上
寺
二
十
三
代
当
院
開

山
森
蓮
者
遵
誉
貴
屋
悳
大
和
尚

南
無
阿
弥
陀
仏　

願
主　

当
院
第
二
世　

楽
蓮
社
信
誉
貞
存
上

人
息
大
和
尚

具
足
十
念　

法
然
上
人　

伝
通
院
中
興
四
代
先
師
登
蓮
社
叡
誉

聞
悦
上
人
悳
大
和
尚

（
中
略
）

（
裏
面
）

（
梵
）
八
大
竜
王
無
量
竜
神　

且
食
窮
下
賤
乞
匈
人
□
倒
者
入

水
衆
霊
魂
等

（
梵
）
報
謝
十
方
檀
施
功
徳
並　

武
陵
城
下　

繋
囚
牢
獄
病
患

死
亡
等
諸
精
霊
等　

捨
市
殃
罰
殺
害
□
後
衆
霊
等　

離
苦
得
楽

頓
証
菩
提

（
梵
）
十
方
封
人
聖
天
地
神　

雷
神　

乃
至
彌
法
界
有
頂
無
間

者
有
縁
無
縁
平
等
救
済11

と
、
願
主
が
貞
存
と
な
り
、
明
暦
大
火
で
焼
死
や
溺
死
に
よ
る
物
故

者
の
増
進
仏
果
の
別
時
念
仏
を
一
万
日
（
約
二
十
七
年
間
）
行
っ
て

い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
十
三
回
忌
に
当
た
る
延
宝
三

年
か
ら
さ
ら
に
四
年
弱
の
継
続
が
予
測
さ
れ
る
。
ま
た
餓
死
・
溺
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死
・
獄
中
死
・
刑
死
に
よ
る
物
故
者
の
「
離
苦
得
楽
頓
証
菩
提
」、

及
び
有
縁
無
縁
の
「
平
等
救
済
」
が
祈
念
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

語
句
は
、
別
時
念
仏
を
物
故
者
に
対
し
て
回
向
す
る
こ
と
に
よ
り
、

三
悪
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
）
を
離
れ
速
や
か
に
菩
提
を
証
し

（
離
苦
得
楽
頓
証
菩
提
）、
物
故
者
が
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
に
よ
り
平
等

に
苦
し
み
の
世
界
か
ら
救
わ
れ
る
よ
う
に
（
平
等
救
済
）
と
の
意
味

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
貞
存
の
称
名
念
仏
に
よ
る
物
故
者
回
向
の
源
流
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
浄
土
宗
宗
祖
法
然
の
思
想
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば

「
往
生
浄
土
用
心
」
に
は
、

ま
た
当
時
日
毎
の
御
念
仏
を
も
か
つ
が
つ
回
向
し
ま
い
ら
せ
ら

れ
候
べ
し
。
な
き
人
の
た
め
に
念
仏
を
回
向
し
候
へ
ば
、
阿
弥

陀
ほ
と
け
光
を
は
な
ち
て
、
地
獄
餓
鬼
畜
生
を
照
ら
し
給
候
へ

ば
、
こ
の
三
悪
道
に
し
ず
み
て
苦
を
受
く
る
も
の
、
そ
の
苦
し

み
や
す
ま
り
て
、
命
終
わ
り
て
の
ち
、
解
脱
す
べ
き
に
て
候
。

大
経
に
、
も
し
三
途
勤
苦
の
処
に
在
り
て
、
此
の
光
明
を
見
奉

ら
ば
、
皆
休
息
を
得
て
、
又
苦
悩
無
し
。
寿
終
の
後
、
皆
解
脱

を
蒙
ら
ん
と
云
え
り16

　

と
、
こ
の
法
語
の
中
で
法
然
は
、
称
名
念
仏
の
物
故
者
回
向
に
お

け
る
有
効
性
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
な
き
人
」
と
は
、
称

名
念
仏
を
行
ず
る
こ
と
無
く
命
を
終
え
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、

貞
存
の
場
合
は
、
称
名
念
仏
を
行
ず
る
こ
と
無
く
、
命
を
終
え
た
者

を
も
勿
論
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
主
眼
は
餓
死
・
溺

死
・
獄
中
死
・
刑
死
の
物
故
者
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
死
に
方
が
死

後
の
幸
不
幸
を
決
め
る
と
い
う
原
初
的
な
死
生
観
が
そ
の
背
景
に
あ

る17

。
つ
ま
り
死
に
方
が
悪
く
悪
所
に
堕
ち
た
可
能
性
が
あ
る
故
、
称

名
念
仏
に
よ
る
回
向
を
行
い
物
故
者
の
平
等
救
済
を
願
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
回
向
の
方
法
は
、
称
名
念
仏
に
よ
る
凡
夫
の

極
楽
往
生
を
説
く
法
然
の
思
想
を
災
害
物
故
者
回
向
に
適
用
し
よ
う

と
し
た
試
み
か
ら
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

貞
存
は
法
然
の
説
い
た
平
等
を
大
火
物
故
者
の
回
向
に
応
用
し
て

い
る
。
そ
れ
は
明
暦
大
火
二
十
三
回
忌
の
前
年
に
鋳
造
さ
れ
た
梵
鐘

の
銘
文
に
見
ら
れ
る
。

明
暦
三
酉
年
正
月
十
八
十
九
日

焚
焼
溺
死
諸
聖
霊
有
無
両
縁
平
等
救
済18

　

こ
こ
で
貞
存
は
、
弥
陀
三
尊
を
記
し
、
大
火
で
亡
く
な
っ
た
物
故

者
の
戒
名
や
俗
名
を
多
く
記
し
た
後
、
焼
死
・
溺
死
者
の
諸
聖
霊
、

そ
し
て
仏
教
と
の
有
縁
無
縁
に
関
わ
ら
ず
、
平
等
に
救
済
さ
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
る
。
貞
存
は
明
暦
大
火
の
物
故
者
に
対
し
、
称
名
念

仏
の
回
向
に
よ
る
な
ら
ば
、
死
者
の
亡
く
な
り
方
の
良
し
悪
し
や
仏
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教
と
の
縁
の
有
無
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
す
る
。
死
者
の
生
き
方
や

死
に
方
を
問
わ
ず
、
残
さ
れ
た
者
が
称
名
念
仏
を
回
向
す
れ
ば
、
阿

弥
陀
仏
の
力
に
よ
り
必
ず
苦
し
み
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

が
貞
存
の
説
く
阿
弥
陀
仏
の
平
等
な
る
救
済
力
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
明
暦
大
火
に
お
け
る
物
故
者
追
善
供
養
に
つ
い
て
、
本

所
回
向
院
で
こ
の
大
事
業
を
主
導
し
た
第
二
世
貞
存
の
事
績
や
思
想

に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
大
事
業
は
、
幕
府
の
命
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
民
の

遺
骸
を
丁
重
に
葬
り
祀
る
こ
と
が
仁
徳
政
治
の
一
環
な
の
だ
と
い
う
、

「
仁
政
」
の
思
想
に
基
づ
い
た
施
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
貞
存
の

物
故
者
追
善
供
養
は
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
思
想
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
た
。
そ
れ
が
「
離
苦
得
楽
頓
証
菩
提
」・「
平
等
救
済
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
死
に
方
の
悪
か
っ
た
者
は
死
後
も
苦
し
み
を
受
け
る
と

い
う
死
生
観
を
背
景
に
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
災
害
時
に

は
、
世
間
で
善
人
と
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
命
は
簡
単
に
奪

わ
れ
て
し
ま
う
。
生
前
中
の
行
い
の
善
悪
に
関
わ
り
な
く
、
焼
死
焼

溺
死
と
い
う
亡
く
な
り
方
を
し
、
葬
儀
を
出
す
こ
と
も
で
き
ず
、
遺

体
の
判
別
す
ら
で
き
な
い
た
場
合
、
そ
の
死
に
方
は
悪
と
考
え
ら
れ
、

残
さ
れ
た
者
た
ち
は
、
物
故
者
が
死
後
も
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
と

捉
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

貞
存
は
明
暦
大
火
で
大
切
な
方
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
人
々
に
対
し
、

称
名
念
仏
に
よ
れ
ば
「
生
き
方
の
善
悪
」
は
問
わ
れ
な
い
の
だ
と
す

る
法
然
の
「
平
等
往
生
」
の
思
想
に
基
づ
き
、
称
名
念
仏
を
物
故
者

に
回
向
す
れ
ば
、「
死
に
方
の
善
悪
」
さ
え
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

阿
弥
陀
仏
の
力
に
よ
り
苦
し
み
が
取
り
除
か
れ
る
と
説
い
た
の
で
あ

る
。

　

こ
の
貞
存
の
事
業
は
、
あ
く
ま
で
幕
府
の
意
向
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
た
。
そ
れ
故
、
体
制
内
で
従
順
に
役
割
を
果
た
し
た
と
評
価
す
る

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
貞
存
の
念
仏
回
向
の
思

想
は
、
幕
府
の
打
ち
出
し
た
仁
政
の
一
環
と
し
て
の
遺
体
埋
葬
で
は

成
し
得
な
か
っ
た
、
物
故
者
の
死
後
の
苦
し
み
を
取
り
除
き
安
楽
に

向
か
わ
せ
る
と
い
う
意
義
を
持
っ
て
い
た
。

　

貞
存
は
生
涯
を
か
け
て
、
罪
悪
感
や
無
力
感
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て

い
た
遺
族
の
苦
し
み
に
寄
り
添
い
、
終
わ
り
の
な
い
念
仏
回
向
を
行

い
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

今
回
取
り
上
げ
た
貞
存
は
著
作
も
無
い
た
め
、
日
本
仏
教
史
に
お

い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
し
、
貞
存
が
本
所
回
向
院

を
拠
点
と
し
て
、
十
万
人
を
超
え
る
物
故
者
の
念
仏
回
向
を
少
な
く
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と
も
二
十
七
年
間
以
上
続
け
た
と
い
う
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。
貞

存
の
果
た
し
た
業
績
は
、
そ
の
後
も
本
所
回
向
院
で
受
け
継
が
れ
、

理
不
尽
な
死
や
孤
独
な
死
を
迎
え
た
者
の
悲
し
み
を
支
え
続
け
て
い

る
。
今
回
の
震
災
で
物
故
者
回
向
に
取
り
組
む
宗
教
者
も
そ
の
系
譜

に
位
置
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
近
世
社
会
の
中
で
、
仏
教
が
果
た
し
た
役
割
は
何
だ
っ
た
の

か
。
体
制
の
中
で
教
学
や
教
化
を
発
展
さ
せ
た
こ
と
と
共
に
、
こ
の

貞
存
が
取
り
組
ん
だ
よ
う
な
社
会
に
向
け
た
事
業
を
取
り
上
げ
て
い

く
こ
と
に
よ
り
、
日
本
近
世
仏
教
史
は
更
な
る
輝
き
を
見
せ
る
こ
と

に
も
な
ろ
う
。
今
後
も
研
究
を
継
続
し
て
い
き
た
い
。

１　

森
岡
正
博
『
生
者
と
死
者
を
つ
な
ぐ
： 

鎮
魂
と
再
生
の
た
め

の
哲
学
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
二
年
）

２　

西
村
玲
『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二

〇
〇
八
年
）

３　

黒
木
喬
『
明
暦
の
大
火
』、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
七
七
年
。

『
江
戸
の
火
事
』
同
成
社
、
一
九
九
九
年
。『
回
向
院
史
』（
回

向
院
、
一
九
九
二
年
）、『
智
香
寺
誌
』

４　
『
文
政
寺
社
書
上
』

５　
『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
記
』

６　
「
増
上
寺
貴
屋
所
労
に
よ
て
、
昨
日
ま
う
の
ぼ
ら
ね
ば
、
御
使

も
て
と
は
せ
ら
る
」（『
厳
有
院
殿
実
記
』
十
四
、
明
暦
三
年

（
一
六
五
七
）
十
月
八
日
、『
国
史
大
系
』
十
一
）

７　
「
増
上
寺
貴
屋
。
伝
通
院　

菓
子
一
種
ず
つ
献
じ
、
歳
暮
を
賀

し
奉
る
」 （『
厳
有
院
殿
実
記
』
十
四
、
明
暦
三
年
（
一
六
五

七
）
十
二
月
二
十
四
日
、『
国
史
大
系
』
十
一
）、「
知
恩
院
門

跡
尊
光
法
親
王
増
上
寺
貴
屋
始
め
。
諸
宗
の
僧
拝
賀
例
の
ご
と

し
」（『
厳
有
院
殿
実
記
』
十
五
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
正

月
六
日
、『
国
史
大
系
』
十
一
）

８　
「
三
縁
山
台
徳
院
殿
廟
に
詣
で
給
ふ
。（
中
略
）
増
上
寺
方
丈
貴

屋
折
重
献
ず
る
事
例
の
ご
と
し
。
貴
屋
病
臥
に
よ
り
豊
後
守
忠

秋
も
て
御
尋
聞
あ
り
」（『
厳
有
院
殿
実
記
』
十
七
、
万
治
二
年

（
一
六
五
九
）
正
月
二
十
四
日
、『
国
史
大
系
』
十
一
）

９　
「
増
上
寺
貴
屋
老
衰
に
よ
り
、
隠
退
の
事
こ
ふ
ま
ま
に
、
寺
社

奉
行
井
上
河
内
守
正
俊
、
板
倉
阿
波
守
重
郷
も
て
仰
下
さ
る
」

（『
厳
有
院
殿
実
記
』
十
八
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
十
一
月

二
十
日
、『
国
史
大
系
』
十
一
）、「
増
上
寺
方
丈
露
白
住
職
を

謝
し
奉
る
」（『
厳
有
院
殿
実
記
』
十
八
、
万
治
二
年
（
一
六
五

九
）
十
一
月
二
十
四
日
、『
国
史
大
系
』
十
一
）

10　
「
一
、
増
上
寺
隠
居
貴
屋
事
今
日
遷
化
」（『
御
日
記
抜
書
』、
万
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治
三
年
（
一
六
七
〇
）
正
月
二
十
一
日
、『
増
上
寺
史
料
集
』

九
）

11　
「『
柳
営
日
次
記
』
明
暦
三
年
二
月

12　
『
柳
営
日
次
記
』
明
暦
三
年
二
月

11　
『
厳
有
院
殿
実
記
』
十
三
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
二
月
二

十
九
日
、『
国
史
大
系
』
十
一

11　

深
谷
克
己
「
近
世
政
治
と
誓
詞
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
紀
要
』
四
八
、
二
〇
〇
三
年
）

11　

翻
刻
は
実
地
調
査
と
『
東
京
都
文
化
財
調
査
報
告
書
』
を
参
考

に
し
て
行
っ
た
。
実
地
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
回
向
院
住
職
本

多
義
敬
上
人
に
ご
許
可
と
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
『
東

京
都
文
化
財
調
査
報
告
書
』
に
関
す
る
情
報
は
、
東
京
都
墨
田

区
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
課
川
本
恭
子
氏
に
ご
提
供
を

い
た
だ
い
た
。
謹
ん
で
感
謝
申
し
上
げ
る
。

16　

 「
往
生
浄
土
用
心
」、『
昭
法
全
』

17　

大
林
太
良
は
、
太
古
の
人
類
か
ら
広
く
み
ら
れ
る
死
後
の
幸
不

幸
の
決
定
に
関
す
るLeo Frobenius

の
説
を
紹
介
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
死
者
自
身
の
行
い
以
外
の
外
部
的
な
理

由
に
よ
り
、
死
後
の
幸
不
幸
が
決
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ

の
理
由
に
は
、
①
死
に
方
が
死
後
の
幸
不
幸
を
決
め
る
、
②
生

き
残
っ
た
者
た
ち
の
死
者
へ
の
態
度
で
死
者
の
幸
不
幸
が
決
ま

る
、
③
死
者
自
体
の
生
前
の
行
為
が
死
後
の
幸
不
幸
を
決
定
す

る
、
④
死
者
の
生
前
の
身
分
に
よ
っ
て
死
後
の
幸
不
幸
が
決
ま

る
の
、
四
つ
が
あ
る
と
言
う
。
大
林
は
日
本
に
も
そ
の
よ
う
な

事
例
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。（
大
林
太
良
『
葬

送
の
起
源
』、
角
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）

18　
『
文
政
寺
社
書
上
』
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『
三
十
四
箇
事
書
』
所
説
の
無
作
の
三
身

―
法
然
教
学
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
に
つ
い
て
―

曽　

根　

宣　

雄

一
、
は
じ
め
に

　

本
覚
思
想
の
研
究
が
進
む
中
、
本
覚
思
想
文
献
の
成
立
年
代
に
つ

い
て
も
、
従
来
と
は
異
な
っ
た
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
而
二

相
対
の
法
門
で
あ
る
法
然
上
人
（
以
下
、
敬
称
を
略
す
）
の
教
学
が

反
本
覚
思
想
的
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
文
献
の
成

立
時
期
の
研
究
成
果
に
基
づ
き
、
本
覚
思
想
の
関
係
に
つ
い
て
は
再

度
考
察
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
。

　

田
村
芳
朗
氏
は
天
台
本
覚
思
想
文
献
に
つ
い
て
第
一
次
的
形
態
か

ら
第
六
次
的
形
態
に
わ
け
て
時
代
設
定
を
行
わ
れ
て
い
る
が
、
法
然

在
世
中
の
文
献
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

○�

第
一
次
形
態
―
（
平
安
後
期
一
一
〇
〇
年
～
平
安
末
期
一
一
五

〇
年
）

　

本
理
大
網
集
（
伝
最
澄
）　

円
多
羅
義
集
（
伝
円
珍
）

○�

第
二
次
形
態
―
（
平
安
末
期
一
一
五
〇
年
～
鎌
倉
初
期
一
二
〇

〇
年
）

　

�

牛
頭
法
門
要
纂
（
伝
最
澄
）　

五
部
血
脈
（
伝
最
澄
）　

註
本
覚

讃
（
伝
良
源
）　

本
覚
讃
釈
（
伝
源
信
）

○�

第
三
次
形
態
―
（
鎌
倉
初
期
一
二
〇
〇
年
～
鎌
倉
中
期
一
二
五

〇
年
）

　

真
如
観
（
伝
源
信
）　

三
十
四
箇
事
書
（
伝
源
信
）１

　

こ
れ
に
対
し
て
花
野
充
道
氏
は
、

○
平
安
末
期
ま
で
の
成
立

　
�

本
理
大
網
集　

円
多
羅
義
集　

牛
頭
法
門
要
纂　
　

註
本
覚

讃　

本
覚
讃
釈　

観
心
略
要
集　

真
如
観　

妙
行
心
要
集　

自
行
念
仏
問
答　

三
十
四
箇
事
書
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○
鎌
倉
初
期
ご
ろ
の
成
立

　

修
禅
寺
決　

断
証
決
定
集　

三
大
章
疏
七
面
相
承
口
決

○
鎌
倉
中
期
ご
ろ
の
成
立

　

一
帖
抄　

漢
光
類
聚　

法
華
略
義
見
聞

と
し
て
い
る２

。
花
野
氏
は
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
本
覚
思
想
批
判

者
で
あ
る
宝
地
房
証
真
が
『
三
十
四
箇
事
書
』
に
お
い
て
初
め
て
み

ら
れ
る
無
作
三
身
思
想
を
批
判
し
て
い
る
点
よ
り
、『
三
十
四
箇
事

書
』
は
証
真
の
『
法
華
玄
義
私
記
』（『
法
華
三
大
部
私
記
』
三
〇
巻

は
一
二
〇
七
年
に
完
成
）
以
前
の
成
立
で
あ
る
と
し
、
皇
覚
が
そ
れ

ま
で
に
登
場
し
て
い
た
中
古
天
台
の
思
想
を
記
し
た
切
り
紙
を
ま
と

め
た
も
の
が
『
三
十
四
箇
事
書
』
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ

た
、
花
野
氏
の
天
台
本
覚
思
想
文
献
の
時
代
設
定
に
基
づ
く
な
ら
ば
、

法
然
の
登
叡
時
は
本
覚
思
想
文
献
が
か
な
り
広
く
流
布
し
て
い
た
こ

と
に
な
る３

。
本
発
表
で
は
、『
三
十
四
箇
事
書
』
に
説
か
れ
る
「
無

作
の
三
身
」
に
着
目
し
、『
三
十
四
箇
事
書
』
の
内
容
が
法
然
に
何

ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二
、『
三
十
四
箇
事
書
』
に
説
か
れ
る
「
無
作
の
三
身
」

　
「
無
作
の
三
身
」
は
『
三
十
四
箇
事
書
』
の
第
七
条
に
説
か
れ
て

い
る
。

本
地
無
作
三
身
と
は
、
最
初
成
道
の
時
の
三
身
を
以
て
無
作
三

身
と
云
う
事
、
常
の
如
し
云
々
。

今
は
云
く
、
本
地
無
作
と
云
う
事
、
よ
く
よ
く
意
得
べ
き
な
り
。

本
地
無
作
三
身
と
は
、
必
ず
最
初
成
道
の
時
の
証
得
の
三
身
の

限
り
に
非
ず
。
無
始
本
有
と
し
て
一
切
の
諸
法
は
皆
な
三
身
の

妙
体
な
り
。
仏
の
作
に
非
ず
、
修
羅
・
天
人
の
作
に
非
ず
。
法

爾
自
然
に
し
て
、
三
身
の
法
に
非
ざ
る
無
き
が
故
に
、
我
等

念
々
の
妄
想
は
報
身
般
若
の
全
体
、
四
儀
遷
移
は
応
身
随
類
の

体
、
苦
道
重
担
は
法
身
万
徳
の
体
な
り
。
正
報
既
に
か
く
の
如

し
。
依
報
ま
た
し
か
な
り
。
桜
梅
桃
李
等
の
或
い
は
曲
が
り
、

或
い
は
直
き
、
様
々
無
尽
な
る
は
、
応
身
の
体
な
り
。
ま
た
花

葉
無
尽
に
色
相
の
雑
々
な
る
は
、
念
々
所
生
の
所
成
の
故
に
報

身
な
り
。
曲
直
、
念
々
所
生
の
体
、
法
爾
と
し
て
具
す
る
は
法

身
な
り
。
依
報
・
正
報
既
に
三
身
な
り
。
た
だ
正
報
は
正
報
乍

ら
三
身
な
り
。
依
報
は
依
報
乍
ら
三
身
な
り
。
こ
れ
を
改
め
て

三
身
と
云
う
に
は
非
ず
。
た
だ
正
報
乍
ら
三
身
の
徳
を
具
し
、

依
報
乍
ら
三
身
の
徳
を
具
す
る
な
り
云
々
。

ま
た
最
初
成
道
と
云
う
事
、
能
く
能
く
心
得
べ
き
な
り
。
先
ず

最
初
成
道
と
は
、
こ
れ
も
迹
な
り
。
実
に
は
衆
生
己
心
の
体
理

に
、
仮
り
に
成
道
の
名
を
唱
う
る
故
に
。
次
に
久
遠
と
云
え
る
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は
、
実
に
は
た
だ
衆
生
の
心
な
り
。
心
は
無
始
無
終
な
り
。
こ

こ
を
久
遠
と
云
う
な
り
。
習
う
べ
き
な
り
。
真
実
に
大
事
の
法

門
な
り
。
輙
く
思
作
す
べ
き
に
非
ざ
る
事
な
り
。

能
く
能
く
こ
れ
を
思
う
べ
し４

。

内
容
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
久
遠
に
最
初
成
道
し
た
仏
の
三
身
を
以
て
無
作
の
三
身
と
い
う

の
は
、
常
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

・
（
し
か
し
）
本
地
無
作
三
身
と
は
、
必
ず
し
も
最
初
成
道
の
時

に
証
得
し
た
三
身
の
み
を
い
う
も
の
で
は
な
い
。

・
無
始
よ
り
本
有
と
し
て
一
切
の
諸
法
は
、
み
な
三
身
の
妙
体
で

あ
る
。

・
仏
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
も
、
修
羅
・
人
・
天
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
本
来
自
然
に
存
在
す
る
も
の
で
あ

り
、
三
身
の
法
で
な
い
こ
と
は
な
い
。

・
我
々
の
念
々
の
妄
想
は
報
身
の
智
慧
の
全
体
で
あ
り
、
行
住
坐

臥
の
移
り
変
わ
り
は
応
身
の
状
況
に
応
じ
た
姿
で
あ
り
、
苦
道

の
重
荷
は
法
身
の
万
徳
を
体
と
し
て
い
る
。

・
正
報
（
衆
生
）
は
、
み
な
こ
の
よ
う
に
三
身
を
体
と
し
て
い
る
。

依
報
（
国
土
）
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

・
桜
梅
桃
李
等
の
木
の
枝
が
曲
が
っ
た
り
、
真
っ
直
ぐ
で
あ
っ
た

り
、
様
々
で
あ
る
の
は
、
応
身
の
現
れ
で
あ
る
。

・
花
葉
の
色
や
形
が
様
々
で
あ
る
の
は
、
念
々
所
生
の
成
す
所
で

あ
っ
て
報
身
で
あ
る
。

・
曲
直
、
念
々
所
生
の
体
を
自
然
に
具
足
す
る
の
は
、
法
身
で
あ

る
。

・
依
報
（
国
土
）・
正
報
（
衆
生
）
は
、
す
で
に
三
身
で
あ
る
。

正
報
は
正
報
の
ま
ま
で
三
身
で
あ
り
、
依
報
は
依
報
の
ま
ま
で

三
身
で
あ
る
。

・
依
報
（
国
土
）・
正
報
（
衆
生
）
を
改
め
て
、
三
身
と
な
る
の

で
は
な
い
。
正
報
は
正
報
の
ま
ま
三
身
の
徳
を
具
し
、
依
報
は

依
報
の
ま
ま
三
身
の
徳
を
具
し
て
い
る
。

・
久
遠
の
最
初
成
道
と
い
う
こ
と
を
よ
く
よ
く
心
得
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

・
最
初
の
成
道
と
は
、
垂
迹
で
あ
る
。
無
始
無
終
の
衆
生
の
己
心

に
つ
い
て
、
仮
の
も
の
と
し
て
有
始
の
成
道
を
説
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

・
久
遠
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
衆
生
の
心
の
こ
と
で
あ
る
。
心

は
無
始
無
終
で
あ
る
か
ら
久
遠
と
い
う
の
で
あ
る
。

・
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
法
門
で
あ
る
。
た
や
す
く
理
解
で
き
な

い
か
ら
、
よ
く
よ
く
こ
れ
を
思
い
め
ぐ
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
他
『
三
十
四
箇
事
書
』
で
は
、
第
五
条
に
お
い
て
「
事
開
三

身
の
事
」、
第
八
条
に
お
い
て
「
理
開
三
身
の
事
」
が
説
か
れ
て
い

る
。
い
う
と
こ
ろ
の
「
事
開
の
三
身
」
と
「
理
開
の
三
身
」
と
は
、

次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

事
開�

の
三
身
―
久
遠
本
地
の
実
身
か
ら
、
垂
迹
・
方
便
の
権
身
を

施
設
す
る
。
始
成
正
覚
の
仏
を
久
遠
実
成
の
仏
に
よ
っ
て
開

会
す
る
。
そ
し
て
始
成
正
覚
の
仏
が
垂
迹
で
あ
り
、
そ
の
本

地
は
久
遠
成
道
で
あ
る
と
す
る
の
が
「
事
の
顕
本
」
で
あ
る
。

理
開�

の
三
身
―
平
等
法
界
の
本
地
・
真
実
か
ら
、
垂
迹
・
方
便
の

権
身
を
施
設
す
る
。
も
と
よ
り
実
相
（
理
）
に
は
、
始
成
・

久
成
と
い
っ
た
差
別
（
事
）
は
な
い
が
、
衆
生
を
導
く
た
め

に
始
成
・
久
成
を
説
く
の
で
あ
り
、
爾
前
も
迹
門
も
み
な
仮

説
で
あ
る
。
そ
し
て
久
遠
成
道
の
仏
は
垂
迹
で
あ
り
、
そ
の

実
は
無
作
の
三
身
で
あ
り
、
そ
の
本
地
を
顕
す
の
が
「
理
の

顕
本
」
で
あ
る５

。

　

す
な
わ
ち
「
事
開
の
三
身
」
と
は
「
本
地
（
実
身
）
＝
久
遠
成

道
」
よ
り
「
垂
迹
（
権
身
）
＝
始
成
正
覚
」
を
施
設
す
る
と
い
う
論

理
で
あ
り
、「
理
開
の
三
身
」
と
は
実
相
（
理
）
に
は
、
始
成
・
久

成
（
事
）
は
な
い
が
仮
説
と
し
て
説
き
「
実
＝
無
作
の
三
身
」「
垂

迹
＝
久
遠
成
道
」
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
無
作
の
三

身
」
と
は
、
一
切
諸
法
（
森
羅
万
象
ま
で
も
）
を
そ
の
ま
ま
で
三
身

で
あ
る
と
し
て
肯
定
し
、
事
の
差
別
を
そ
の
ま
ま
常
住
と
肯
定
す
る

思
想
で
あ
る６

。
つ
ま
り
、
凡
夫
は
そ
の
ま
ま
で
仏
と
い
う
こ
と
を
示

す
論
理
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
法
然
の
説
示

【
法
然
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
】

『
聖
光
上
人
傳
説
の
詞
』
よ
り
、
法
然
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
に
つ
い

て
確
認
し
て
み
よ
う
。

お
よ
そ
仏
教
多
し
と
い
え
ど
も
所
詮
は
、
戒
定
慧
の
三
学
に
過

ぎ
ず
。
所
謂
小
乗
の
戒
定
慧
、
大
乗
の
戒
定
慧
、
顕
教
の
戒
定

慧
、
密
教
の
戒
定
慧
な
り
。
然
る
に
我
が
此
の
身
は
戒
行
に
お

い
て
一
戒
を
も
持
た
ず
、
禅
定
に
お
い
て
一
つ
も
こ
れ
を
得
ず
、

智
慧
に
お
い
て
は
断
惑
證
果
之
正
智
を
得
ず
。
ま
た
凡
夫
の
心

は
物
に
随
い
て
移
り
易
き
こ
と
猿
猴
の
如
し
。
実
に
以
て
散
乱

動
じ
易
く
静
ま
り
が
た
し
。
―
中
略
―
悲
し
い
哉
悲
し
い
哉
い

か
が
せ
ん
い
か
が
せ
ん
。
こ
こ
に
予
が
ご
と
き
者
已
に
戒
定
慧

三
学
の
器
に
あ
ら
ず
。
此
の
三
学
の
外
に
我
が
心
に
相
応
す
る

法
門
あ
り
や
。
此
の
身
に
堪
能
な
る
修
行
や
あ
り
や
と
。
萬
人

の
智
者
に
求
め
一
切
の
学
者
を
訪
れ
ど
も
、
此
れ
を
教
え
る
人
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な
く
、
此
れ
を
示
す
と
も
が
ら
な
し７

。

　

こ
の
よ
う
に
法
然
は
、
自
ら
が
「
三
学
非
器
」
で
あ
る
こ
と
を
告

白
し
て
い
る
。
こ
こ
で
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
法
然
が
「
断
惑
入

位
」
を
目
指
し
て
修
行
し
た
も
の
の
、
煩
悩
を
断
じ
て
悟
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
三
十
四
箇
事
書
』
に
お
い

て
は
「
無
作
の
三
身
」
の
他
に
も
第
三
十
四
条
に
お
い
て
、

大
乗
に
は
権
実
不
同
と
い
え
ど
も
、
こ
の
家
の
意
は
、
入
位
断

惑
を
以
て
証
拠
と
な
す
な
り
。
そ
の
故
は
先
ず
名
字
即
の
位
に

於
い
て
自
身
即
仏
と
知
る
故
に
。
自
身
即
仏
と
知
る
時
即
ち
入

位
す
る
な
り
。
凡
聖
不
二
の
故
に
、
入
位
に
於
い
て
難
か
ら
ず
。

必
ず
凡
法
を
捨
て
、
聖
法
を
得
る
と
修
行
す
る
こ
と
こ
れ
無
し
。

た
だ
不
二
平
等
に
修
行
し
て
、
取
捨
の
二
辺
を
息
め
、
寂
静
湛

然
に
住
す
る
故
な
り
。
万
法
・
万
善
は
、
た
だ
こ
れ
果
後
の
方

便
な
り
。
自
受
法
楽
の
体
な
り
。
権
教
の
意
は
、
先
ず
能
障
の

迷
を
断
じ
て
、
所
障
の
理
を
顕
す
と
云
う
故
に
、
能
所
不
同
に

し
て
、
迷
悟
差
別
あ
る
が
故
に
融
せ
ず
。
故
に
、
断
惑
入
位
と

云
う
な
り
。
譬
え
ば
能
覆
の
雲
を
除
け
ば
、
所
障
の
月
を
見
る

が
如
し
。
一
家
の
意
は
、
し
か
ら
ず
。
迷
悟
不
二
、
能
所
体
一

な
り
。
雲
の
外
に
月
を
見
ず
、
月
の
外
に
雲
を
見
ざ
る
な
り
。

故
に
不
二
を
心
得
ざ
る
日
は
、
断
惑
入
位
と
云
う
べ
し
。
今
は

不
二
の
故
に
、
能
入
所
入
、
体
一
な
り
。
全
く
聞
教
の
時
に
こ

れ
有
り
云
々
。
―
中
略
―
一
家
の
本
意
は
、
た
だ
入
位
断
惑
な

り
。
断
惑
入
位
は
、
皆
な
こ
れ
方
便
な
り
。
能
く
能
く
、
こ
れ

を
案
ず
べ
し
。
大
事
な
り８

。

と
説
き
「
断
惑
入
位
」
を
否
定
し
「
入
位
断
惑
」
を
肯
定
し
て
い
る
。

「
迷
い
を
断
じ
て
悟
り
を
得
る
」
と
い
う
修
行
の
あ
り
方
が
権
教
で

あ
り
、
迷
い
も
悟
り
も
不
二
で
あ
る
と
心
得
る
こ
と
こ
そ
が
実
教
で

あ
る
と
い
う
立
場
と
法
然
の
歩
み
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
法
然
が
本
覚
思
想
の
特
徴
と
云
う
べ
き
「
入
位
断
惑
」

を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
法
然

教
学
の
成
立
を
考
え
る
上
で
こ
の
点
は
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
法
然
の
三
身
論
】

『
無
量
寿
経
釈
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

法
身
と
は
常
の
如
し
。
報
身
と
は
、
萬
行
の
因
に
報
い
て
感
得

す
る
と
こ
ろ
の
萬
徳
の
身
な
り
。
―
中
略
―
凡
そ
萬
行
の
因
に

酬
い
て
萬
徳
の
果
を
感
ず
る
こ
と
、
依
因
感
果
、
華
の
果
を
結

ぶ
が
如
し
。
業
に
酬
い
て
報
を
招
く
、
響
の
聲
に
随
う
に
似
た

り
。
こ
れ
則
ち
法
蔵
比
丘
實
修
の
萬
行
に
酬
い
て
、
弥
陀
如
来

は
実
證
の
万
徳
を
得
た
ま
え
る
報
身
如
来
な
り
。
次
に
應
身
と
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は
、
始
終
應
同
の
身
な
り９

。

　

こ
こ
は
『
無
量
寿
経
』
の
説
示
に
基
づ
き
、
阿
弥
陀
仏
が
報
身
で

あ
る
こ
と
が
説
く
箇
所
で
あ
る
。
報
身
と
は
、
前
因
に
報
い
て
感
得

す
る
と
こ
ろ
の
身
で
あ
る
と
さ
れ
、
法
蔵
比
丘
は
実
修
の
万
行
に
報

い
て
実
証
の
万
徳
を
得
、
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
法
然
は
、
報
身
を
万
行
の
因
に
酬
い
た
仏
で
あ
る
と
す
る
。

『
逆
修
説
法
』
三
七
日
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

佛
に
惣
別
二
功
徳
ま
し
ま
す
。
先
ず
惣
と
は
四
智
三
身
等
功
徳

な
り
。
一
切
諸
佛
は
内
證
等
し
く
具
し
て
一
佛
も
異
な
り
な
き

故
に
諸
經
の
中
に
佛
の
功
徳
を
説
く
に
、
惣
し
て
内
證
功
徳
を

説
か
ず
。
た
だ
別
し
て
外
用
功
徳
を
説
く
な
り
。
爾
り
と
雖
も

善
根
成
就
の
た
め
に
、
三
身
の
功
徳
形
の
如
く
説
き
奉
る
べ
し
。

先
ず
法
身
と
は
、
是
れ
無
相
甚
深
の
理
な
り
。
一
切
の
諸
法
畢

竟
空
寂
な
る
を
即
ち
法
身
と
名
づ
く
。
次
に
報
身
と
は
別
物
に

あ
ら
ず
、
彼
の
無
相
の
妙
理
を
解
り
知
る
智
慧
を
報
身
と
は
名

づ
け
る
な
り
。
所
知
を
ば
、
法
身
と
名
づ
け
、
能
知
を
ば
報
身

と
名
づ
け
る
な
り
。
こ
の
法
報
の
功
徳
法
界
に
周
遍
せ
り
。
菩

薩
二
乗
の
上
、
乃
至
六
趣
四
生
の
上
に
も
周
遍
せ
ず
と
云
う
こ

と
無
し
。
次
に
応
身
と
は
衆
生
を
済
度
せ
ん
が
為
に
、
無
際
限

の
中
に
於
い
て
際
限
を
示
し
、
無
功
用
の
中
に
於
い
て
功
用
を

現
じ
給
へ
る
な
り
。
お
よ
そ
其
の
仏
の
功
徳
に
お
い
て
は
、
等

覚
無
垢
の
菩
薩
す
ら
、
そ
の
覚
知
の
境
界
に
あ
ら
ず
、
況
ん
や

薄
地
の
凡
夫
を
や11

。

　

法
然
は
、
仏
に
総
別
の
二
功
徳
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
総
＝
内
証
、

別
＝
外
用
と
し
、
内
証
を
諸
仏
平
等
、
外
用
を
仏
の
個
別
性
を
表
す

も
の
と
定
義
し
、
そ
の
上
で
三
身
を
内
証
の
功
徳
と
し
て
い
る
。
法

身
は
無
相
甚
深
の
理
で
あ
り
、
一
切
諸
法
畢
竟
空
寂
を
法
身
と
い
う
。

報
身
と
は
別
物
で
は
な
く
、
無
相
の
妙
理
を
解
り
知
る
智
慧
を
報
身

と
名
付
け
る
と
し
、
所
知
を
法
身
と
名
付
け
、
能
知
を
報
身
と
名
付

け
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
法
身
と
報
身
の
功
徳
は
、
法
界
に
周
遍

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
応
身
に
つ
い
て
は
無
際
限
の
中
に
際
限
を
示

し
、
無
功
用
の
中
に
功
用
を
現
す
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
傍
線
部

の
「
等
覚
無
垢
の
菩
薩
す
ら
、
そ
の
覚
知
の
境
界
に
あ
ら
ず
、
況
ん

や
薄
地
の
凡
夫
を
や
」
と
い
う
箇
所
は
、
凡
夫
と
仏
の
相
違
（
仏
凡

隔
絶
）
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
お
わ
り
に

　
『
三
十
四
箇
事
書
』
に
説
か
れ
る
「
無
作
の
三
身
」
と
は
、
依
報

（
国
土
）・
正
報
（
衆
生
）
は
、
す
で
に
三
身
で
あ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
依
報
（
国
土
）・
正
報
（
衆
生
）
は
、
改
め
ら
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れ
て
三
身
と
な
る
の
で
は
な
く
、
正
報
は
正
報
の
ま
ま
三
身
の
徳
を

具
し
、
依
報
は
依
報
の
ま
ま
三
身
の
徳
を
具
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
故
に
、「
無
作
の
三
身
」
と
は
、
従
果
向
因
の
立
場
か
ら

一
切
諸
法
を
そ
の
ま
ま
で
三
身
で
あ
る
と
し
て
肯
定
し
、
事
の
差
別

を
そ
の
ま
ま
常
住
と
肯
定
す
る
思
想
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
法
然
の
説
く
三
身
と
は
、
あ
く
ま
で
も
従
因
至
果

の
立
場
よ
り
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
然
は
『
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

佛
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11

」
と
説
き
「
娑
婆
即
浄
土
・
己
身

の
弥
陀
」
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。

　

法
然
の
場
合
「
凡
夫
論
・
娑
婆
論
」
が
「
仏
身
論
・
浄
土
論
」
と

イ
コ
ー
ル
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
覚

思
想
と
り
わ
け
「
無
作
の
三
身
」
の
内
容
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た

と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
今
回
の
検
討
の
み
で
は
、
法
然
の

教
え
が
『
三
十
四
箇
事
書
』
の
内
容
を
直
接
批
判
し
て
い
る
と
断
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
得
道
に
対
す
る
基
本
的
な

ス
タ
ン
ス
、
仏
身
論
、
凡
夫
論
等
に
対
す
る
法
然
の
説
示
が
『
三
十

四
箇
事
書
』
と
対
極
に
位
置
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
今
後
は
、「
無
作
の
三
身
」
の
み
な
ら
ず
『
三
十
四

箇
事
書
』
に
説
か
れ
る
仏
身
論
等
を
さ
ら
に
検
討
し
て
行
き
た
い
。

註１　
『
日
本
思
想
体
系
９　

天
台
本
覚
論
』（
以
下
『
天
台
本
覚
論
』

と
す
る
）
五
四
〇
頁
。

２　

花
野
充
道
著
『
天
台
本
覚
思
想
と
日
蓮
教
学
』
六
〇
七
～
六
〇

八
頁
。

３　

三
輪
隆
就
「
法
然
浄
土
教
と
本
覚
思
想
」（『
浄
土
学
』
四
七
輯
、

一
六
三
頁
参
照
）

４　
『
天
台
本
覚
論
』
一
七
三
頁
。
な
お
、
原
文
に
つ
い
て
は
花
野

充
道
氏
の
『
天
台
本
覚
思
想
と
日
蓮
教
学
』
に
お
け
る
校
訂
に

基
づ
き
訂
正
し
た
。

５　
『
花
野
前
掲
書
』
七
二
一
～
七
二
二
頁
参
照
。

６　
『
同
右
』
七
一
八
頁
参
照
。

７　
『
昭
法
全
』
四
六
〇
頁
。

８　
『
天
台
本
覚
論
』
一
八
二
～
一
八
三
頁
。

９　
『
昭
法
全
』
七
八
～
七
九
頁
。

11　
『
昭
法
全
』
二
五
五
頁
。

11　
『
昭
法
全
』
二
七
一
～
二
七
二
頁
。



─ 221 ─

近
世
に
お
け
る
往
生
伝
に
つ
い
て

―
『
緇
白
往
生
伝
』
を
手
が
か
り
と
し
て
―

永　

田　

真　

隆

一
、
は
じ
め
に

　

日
本
に
お
け
る
往
生
伝
の
嚆
矢
は
寛
和
年
間
（
九
八
五
～
九
八

七
）
に
成
立
し
た
慶
滋
保
胤
に
よ
る
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
で
あ
る
。

こ
れ
以
後
、
平
安
時
代
に
は
大
江
匡
房
『
後
本
朝
往
生
伝
』、
三
善

為
康
『
拾
遺
往
生
伝
』、
同
『
後
拾
遺
往
生
伝
』、
蓮
禅
『
三
外
往
生

伝
』、
藤
原
宗
友
『
本
朝
新
修
往
生
伝
』、
如
寂
『
高
野
山
往
生
伝
』

と
い
う
六
つ
の
往
生
伝
が
編
纂
さ
れ
、
先
学
に
よ
っ
て
多
く
の
研
究

が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
後
、
中
世
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
編
纂
さ

れ
な
か
っ
た
往
生
伝
で
あ
る
が
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
は
前
述
の

『
日
本
往
生
極
楽
記
』、『
続
本
朝
往
生
伝
』
が
相
次
い
で
覆
刻
さ
れ

る
に
至
り
、
つ
い
に
は
新
た
な
往
生
伝
が
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

近
世
初
期
に
は
勇
大
『
扶
桑
往
生
伝
』
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）、

独
湛
『
扶
桑
寄
帰
往
生
伝
』
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）、
湛
澄
『
女

人
往
生
伝
』
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）、
了
智
『
緇
白
往
生
伝
』
元

禄
元
年
（
一
六
八
八
）
な
ど
が
編
纂
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
珂
然
『
新

聞
顕
験
往
生
伝
』
三
巻
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）、
龍
淵
殊
意
『
遂

懐
往
生
伝
』
三
巻
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）、
雲
霊
桂
鳳
『
現
証

往
生
伝
』
三
巻
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）、
大
順
『
勢
州
緇
素
往
生

験
記
』
三
巻
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）、
関
通
『
随
聞
往
生
記
』
三

巻
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）、
了
吟
『
新
選
往
生
伝
』
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）、
隆
円
『
近
世
南
紀
念
仏
往
生
伝
』
享
和
元
年
（
一
八

〇
一
）、
同
『
近
世
念
仏
往
生
伝
』
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
～
文

政
一
二
年
（
一
八
二
九
）、
同
『
近
世
淡
海
念
仏
往
生
伝
』
文
政
五

年
（
一
八
二
二
）、
音
空
『
専
念
往
生
伝
』
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）、

大
基
『
尾
陽
往
生
伝
』
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
な
ど
が
編
纂
さ
れ
、
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さ
ら
に
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
公
阿
『
拾
遺
専
念
往
生
伝
』、
徳

演
『
三
河
往
生
験
記
』、
良
運
『
明
治
往
生
伝
』、
梶
宝
順
『
新
明
治

往
生
伝
』、
同
『
第
二
新
明
治
往
生
伝
』
が
編
纂
さ
れ
た
。
し
か
し
、

こ
の
『
第
二
新
明
治
往
生
伝
』
以
降
、
往
生
伝
と
し
て
編
纂
さ
れ
る

も
の
は
出
現
せ
ず
に
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
近
世
に
お
け
る
浄
土
宗
系
の
往
生
伝
の
な
か
で
も
最
初

期
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
了
智
『
緇
白
往
生
伝
』
を
取
り
あ
げ
る
。

往
生
伝
は
も
ち
ろ
ん
ま
っ
た
く
の
創
作
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
往
生
伝
に
所
収
さ
れ
る
各
人
の
伝
は
編
者
の
編
集
意
図

に
よ
っ
て
そ
の
往
生
伝
中
の
人
々
の
生
涯
に
お
け
る
事
象
の
な
か
で

強
調
さ
れ
る
事
柄
が
変
わ
っ
て
く
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆

者
は
現
在
ま
で
各
時
代
の
往
生
伝
に
見
ら
れ
る
往
生
者
の
平
生
の
行

業
や
性
格
、
来
迎
描
写
の
描
か
れ
方
な
ど
を
比
較
考
察
し
、
往
生
伝

の
展
開
を
確
認
す
る
と
い
う
作
業
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が１

、
本

稿
で
は
『
緇
白
往
生
伝
』
に
関
し
て
詳
し
く
内
容
を
確
認
し
て
、
本

書
に
見
ら
れ
る
往
生
伝
の
特
徴
を
確
認
し
、
近
世
初
期
に
お
け
る
往

生
伝
の
成
立
過
程
を
考
察
し
て
い
く
。

二
、『
緇
白
往
生
伝
』
の
特
徴

　

ま
ず
本
書
は
漢
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
近
世
の
往
生
伝
は
時
代

が
進
む
に
つ
れ
、
徐
々
に
和
文
体
へ
と
移
行
し
て
い
く
が
、
本
書
の

段
階
で
は
ま
だ
漢
文
体
で
あ
る
。
大
橋
俊
雄
氏
は
、

往
生
伝
の
う
ち
、
初
期
の
成
立
で
あ
り
、
官
僧
の
手
に
よ
っ
て
成
っ

た
緇
白
・
新
聞
顕
現
・
勢
州
緇
素
・
新
撰
の
四
往
生
伝
は
漢
文
を
も

っ
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
天
明
以
後
に
成
立
し
た
す
べ
て
の
往
生
伝

は
和
文
で
書
か
れ
て
い
る
。
漢
文
体
が
和
文
体
に
か
わ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
単
に
文
体
が
か
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
教
化

者
と
し
て
の
僧
侶
の
手
か
ら
往
生
を
願
求
す
る
念
仏
者
の
手
に
触
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る２

。

と
述
べ
て
い
る
。
本
書
の
段
階
で
は
、
ま
だ
近
世
以
前
の
往
生
伝
の

形
態
を
色
濃
く
残
し
て
お
り
、
大
橋
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
だ

近
世
に
お
け
る
往
生
伝
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
在
家
一

般
に
向
け
た
形
態
の
往
生
伝
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
了
智
が

本
書
以
前
の
往
生
伝
を
大
変
尊
重
し
、
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
本
書
を

編
纂
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

了
智
は
本
書
の
序
に
お
い
て

所
謂
有
印
度
往
生
験
記
等
、
震
旦
有
宝
珠
往
生
伝
、
新
修
往
生

伝
〈
此
二
本
不
伝
世
〉、
浄
土
往
生
伝
、
瑞
応
伝
、
往
生
集
等
、

日
域
有
拾
遺
往
生
伝
、
三
解
往
生
伝
、
皆
修
往
生
伝
、
今
選
往

生
伝
〈
此
四
本
不
伝
世
〉、
日
本
往
生
記
、
続
本
朝
往
生
伝
、
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後
拾
遺
往
生
伝
等
、
而
流
布
尚
矣
、
余
比
日
、
自
見
聞
世
間
、

雖
及
世
澆
季
而
機
下
劣
、
然
奇
恠
往
生
者
、
不
復
為
乏
矣
、
加

若
、
暗
跡
於
山
林
、
独
修
独
生
者
復
多
矣
、
設
雖
非
顕
機
顕
応

等
類
、
従
生
平
乃
至
命
尽
、
正
念
不
乱
、
念
仏
相
続
、
而
取
滅
、

顕
機
冥
応
等
者
、
復
許
多
乎
、
是
皆
可
摂
順
次
往
生
者
也
、
蓋

是
、
所
以
弥
陀
一
教
利
物
偏
増
、
顕
如
是
之
勝
利
也
、
悦
矣
、

勇
矣
、
不
可
不
恃
矣
、
然
正
嘉
以
降
、
古
紀
者
少
而
不
伝
于
世
、

惜
哉
、
如
意
宝
珠
徒
埋
土
中
不
流
布
世
間
也
、
嗟
此
一
大
事
、

以
多
聞
広
学
、
而
不
可
成
、
以
官
位
重
職
而
不
可
弁
、
以
強
力

威
勢
而
不
可
得
、
以
金
玉
珍
財
而
不
可
貿
、
唯
是
依
如
法
修
行

而
所
感
得
也
、
予
雖
知
解
乏
文
墨
拙
、
而
黙
止
無
地
、
繇
茲
持

名
之
暇
於
華
洛
辺
鄙
間
、
尋
之
于
道
俗
、
問
之
于
男
女
、
憨
拾

集
、
粗
記
名
緇
白
往
生
伝３

と
、
自
身
が
往
生
伝
を
編
纂
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
ま
ず
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
と
綿
々
と
往
生
伝
は
編
纂
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
了
智
の
存
す
る
近
世

に
お
い
て
も
そ
れ
以
前
よ
り
も
機
根
が
劣
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
往
生
を
遂
げ
る
者
は
少
な
く
な
い
と
い
う
。
し
か

も
山
林
で
静
か
に
一
人
念
仏
し
て
往
生
を
遂
げ
る
者
や
正
念
乱
れ
ず

念
仏
相
続
し
て
往
生
を
遂
げ
る
者
も
多
い
と
述
べ
る
。
そ
う
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ら
往
生
者
の
伝
が
人
知
れ
ず
埋
も
れ
て
い
き
、

後
世
に
伝
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
大
変
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
な
ら
ば
と
、
自
身
は
つ
た
な
い
知
識
と
文
才
し
か
持

た
な
い
が
、
自
ら
諸
国
を
ま
わ
っ
て
往
生
者
の
伝
を
集
め
よ
う
と
考

え
、
そ
の
結
果
と
し
て
著
さ
れ
た
も
の
が
、
こ
の
『
緇
白
往
生
伝
』

で
あ
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
「
緇
」
は
黒
で
出
家
者
を
意
味
し
、

「
白
」
は
そ
の
ま
ま
在
家
者
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
出
家
者
、
在
家

者
の
両
方
か
ら
往
生
者
を
集
め
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
笠
原
一

男
氏
は
本
書
の
こ
の
よ
う
な
態
度
に
つ
い
て
、

古
代
の
往
生
伝
編
纂
の
精
神
と
目
的
の
復
活
的
継
承
と
い
え
る４

。

と
述
べ
て
い
る
。

　

次
に
本
文
を
見
て
い
く
。
本
書
に
お
け
る
往
生
人
の
内
訳
は
上
巻

に
一
四
名
、
中
巻
三
五
名
、
下
巻
三
六
名
の
合
計
八
五
名
で
あ
る
。

上
巻
に
は
著
名
な
僧
侶
の
伝
が
多
く
、
こ
れ
ら
は
了
智
に
よ
っ
て
直

接
的
に
見
聞
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
種
々
の
伝
記
に
基
づ
い
て
編

纂
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
・
下
巻
に
も
こ
の
よ
う
に
他
文
献
よ
り
引

か
れ
る
伝
が
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
上
巻
所
収
の
著
名

な
僧
の
伝
記
を
あ
た
る
過
程
で
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
上
巻
に
引
か

れ
る
伝
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
と
、『
東
国
高
僧
伝
』
か
ら
引
か
れ
る

も
の
に
「
立
信
上
人
伝
」、「
了
誉
上
人
伝
」、「
酉
誉
上
人
伝
」
が
あ



─ 224 ─

り
、『
真
盛
上
人
往
生
伝
』
と
い
う
個
人
に
関
す
る
往
生
伝
か
ら
引

か
れ
る
も
の
に
「
真
盛
上
人
伝
」、「
盛
能
法
師
伝
」、「
盛
全
上
人

伝
」
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
は
近
世
以
前
の
往
生
伝
に
お
い
て
は

よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
こ
の
よ
う

な
往
生
人
の
収
集
は
な
さ
れ
な
い
。
こ
の
た
め
一
般
的
に
近
世
に
お

け
る
往
生
伝
の
特
徴
と
し
て
、
往
生
者
の
出
身
地
に
偏
り
が
み
ら
れ

る
点
、
往
生
者
に
特
定
の
高
僧
が
か
か
わ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
つ
ま
り
、
先
行
の
往
生
伝
の
な
か
か
ら
漏
れ
た
往
生
者
の

伝
を
拾
い
集
め
、
し
か
も
、
集
め
る
の
は
編
者
の
手
の
届
く
範
囲
に

限
る
と
い
う
形
態
の
往
生
伝
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
書
は
そ
の
近
年
に
先
行
す
る
往
生
伝
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
諸
種
の
伝
記
を
あ
た
り
引
用
す
る
な
ど
、
必
然
的
に
拾
い
集
め

る
伝
は
広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
述
べ
た
中
で
は
本
書
は
そ
の
後
の
近
世
に
お
け
る
一
般

的
な
往
生
伝
の
特
徴
を
有
さ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
近
世
に
お
け
る

往
生
伝
の
特
徴
も
も
ち
ろ
ん
色
濃
く
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
往
生

者
の
性
格
（
＝
人
間
的
条
件
）
が
伝
中
に
記
述
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

　

小
栗
純
子
氏
は

『
緇
白
往
生
伝
』
の
編
者
了
智
は
、
往
生
の
た
め
の
人
間
的
条

件
の
な
か
に
、
古
代
の
往
生
伝
に
は
み
ら
れ
な
い
孝
行
を
は
じ

め
と
す
る
江
戸
時
代
の
社
会
が
要
求
す
る
倫
理
思
想
を
意
識
し

て
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る５

。

と
述
べ
る
。
さ
ら
に

江
戸
時
代
の
社
会
で
刊
行
さ
れ
た
往
生
伝
は
、
公
の
心
、
政
治

権
力
の
心
を
布
教
と
人
間
教
育
の
面
に
積
極
的
に
と
り
入
れ
、

江
戸
時
代
に
お
け
る
理
想
的
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
幕
藩
か
ら
認

め
て
も
ら
お
う
と
し
た
と
い
え
る
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
に
お
け

る
政
治
権
力
と
宗
教
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
背
景
を
知

る
こ
と
に
よ
っ
て
『
緇
白
往
生
伝
』
の
編
者
了
智
が
、
往
生
の

た
め
に
人
間
的
条
件
の
な
か
に
、
正
直
・
慈
悲
・
柔
和
や
孝
行

を
は
じ
め
と
す
る
倫
理
思
想
を
色
濃
く
も
り
込
ん
だ
こ
と
が
理

解
で
き
る
の
で
あ
る６

。

と
結
論
付
け
て
い
る
。
上
巻
一
四
名
の
中
で
は
性
格
に
関
し
て
、
直

接
的
記
述
が
あ
る
も
の
は
六
名
で
あ
り
半
数
以
下
で
あ
る
。
一
方
中

巻
・
下
巻
を
合
わ
せ
た
七
一
名
の
中
で
は
実
に
五
六
名
ま
で
も
が
な

ん
ら
か
の
性
格
に
関
す
る
記
述
が
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
往
生
者
の

人
間
的
条
件
が
語
ら
れ
る
と
い
え
る
。
ま
た
「
武
略
」、「
凶
悍
」、

「
兵
を
好
む
」
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
要
素
の
人
間
的
条
件
が
あ
げ
ら

れ
る
い
わ
ゆ
る
悪
人
も
少
数
な
が
ら
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
皆
、
最
終

的
に
は
懺
悔
し
、
善
人
と
な
り
念
仏
を
称
え
て
往
生
を
遂
げ
て
い
る
。
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次
に
往
生
者
の
行
っ
た
往
生
行
を
見
て
い
く
と
、
や
は
り
念
仏
が

多
く
挙
げ
ら
れ
る
。
中
に
は
他
宗
派
の
者
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
や

は
り
ほ
と
ん
ど
が
専
修
念
仏
の
信
者
で
あ
り
、
念
仏
生
活
の
末
に
往

生
を
遂
げ
て
い
る
。

　

ま
た
奇
瑞
を
見
て
い
く
。
奇
瑞
の
描
写
は
明
治
期
の
一
部
を
の
ぞ

く
多
く
の
往
生
伝
で
必
須
の
描
写
で
あ
る
が
、
本
書
に
お
い
て
も

様
々
な
奇
瑞
が
見
ら
れ
る
。
代
表
的
な
も
の
に
「
紫
雲
」
や
「
光

明
」、
あ
る
い
は
直
接
的
に
阿
弥
陀
仏
の
来
現
や
聖
衆
の
来
迎
も
多

数
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
自
ら
の
死
期
を
予
知
（
あ
る
い
は
夢
で
予

告
さ
れ
る
）
す
る
こ
と
も
多
い
。

　

最
期
に
往
生
者
の
臨
終
の
用
意
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
病
床
に

本
尊
を
迎
え
て
五
色
の
糸
を
手
に
懸
け
る
、
い
わ
ゆ
る
臨
終
行
儀
の

作
法
を
行
う
者
が
見
ら
れ
る
。
例
は
少
な
く
、
ま
た
僧
侶
の
伝
に
多

い
と
言
え
る
が
、
在
家
女
性
の
伝
で
も
一
例
（「
宗
春
信
女
伝
」）
見

受
け
ら
れ
る
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
し
な
く
て
も
沐
浴
し
、

浄
ら
か
な
衣
を
着
て
臨
終
に
備
え
た
り
、
最
後
の
別
時
念
仏
を
行
う

者
も
多
い
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
健
康
な
状
態
の
者
が
自
ら
の
死
期
を

予
知
し
て
こ
れ
ら
の
臨
終
の
用
意
を
行
う
た
め
、
周
り
の
者
か
ら
す

れ
ば
一
種
異
様
な
行
為
に
う
つ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。

三
、
小
結

　

以
上
、
近
世
に
お
け
る
往
生
伝
の
特
徴
を
『
緇
白
往
生
伝
』
を
手

が
か
り
と
し
て
見
て
き
た
。『
緇
白
往
生
伝
』
に
お
い
て
は
ま
だ
そ

れ
以
前
の
往
生
伝
の
特
徴
も
兼
ね
備
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
確
認
で
き
、
近
世
の
往
生
伝
は
徐
々
に
そ
の
形
態
を
確
立
し
て
い

っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
本
書
は
近
世
以
前
の
往
生
伝
と

近
世
の
往
生
伝
の
中
間
的
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
本
書
の
上
巻
と
中
・
下
巻
と
の
間
に
み
ら
れ
る
相
違
点
が
そ
の

ま
ま
近
世
と
そ
れ
以
前
の
往
生
伝
の
相
違
点
と
し
て
あ
わ
ら
れ
る
、

そ
う
い
う
性
質
の
往
生
伝
で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
。『
緇
白
往

生
伝
』
以
降
、
近
世
に
お
い
て
は
種
々
の
往
生
伝
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

意
図
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
く
。
今
後
は
『
緇
白
往
生
伝
』
以
降

の
往
生
伝
に
つ
い
て
も
表
に
示
し
た
よ
う
な
整
理
を
行
い
、
比
較
検

討
し
て
い
き
た
い
。

　【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

緇
白
往
生
伝
、
奇
瑞
、
来
迎

【
註
】
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１　

諸
往
生
伝
を
総
合
的
に
分
類
す
る
作
業
が
先
行
研
究
の
一
部
で

な
さ
れ
て
い
る
が 

、
本
稿
で
は
、
よ
り
詳
細
な
分
類
作
業
を

行
っ
て
い
る
。
即
ち
往
生
行
に
つ
い
て
も
平
生
と
臨
終
を
分
類

し
、
奇
瑞
も
平
生
・
臨
終
・
死
後
の
起
こ
っ
た
も
の
を
分
類
し
、

臨
終
行
儀
の
様
子
な
ど
も
可
能
な
だ
け
挙
げ
て
い
る
。
さ
て
、

も
ち
ろ
ん
平
生
と
臨
終
に
明
確
な
境
界
は
存
在
し
な
い
。
本
稿

で
は
文
脈
上
、
臨
終
の
描
写
の
一
段
に
属
す
る
記
述
か
否
か
で

一
応
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
網
羅
的
で
は

な
い
。
な
お
、
発
表
時
に
は
本
書
に
所
収
さ
れ
る
す
べ
て
の
伝

に
つ
い
て
上
記
の
と
お
り
分
類
し
た
表
を
付
し
て
い
た
が
、
本

稿
で
は
紙
数
の
都
合
上
、
上
巻
よ
り
六
伝
、
中
巻
よ
り
五
伝
、

下
巻
よ
り
六
伝
を
抜
粋
し
て
付
し
て
い
る
。

２　

大
橋
俊
雄
稿
「
近
世
浄
土
宗
に
お
け
る
往
生
伝
の
編
集
に
就

て
」（『
佛
教
論
叢
』
二
四
、
一
三
〇
頁
）

３　

笠
原
一
男
編
『
近
世
往
生
伝
集
成
』
一
、
六
頁

４　

笠
原
一
男
稿
「
近
世
の
往
生
伝
の
史
料
的
価
値
」（『
日
本
仏

教
』
三
九
、
五
頁
）

５　

小
栗
純
子
稿
『
近
世
往
生
者
の
諸
相
』（『
日
本
仏
教
』
三
九
、

四
四
頁
）

６　

同
右
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姓　名 別　名 平生の奇瑞 臨終における奇瑞 死後の奇瑞 平生の往生行 臨終の往生行 臨終の用意 出身地・主な滞在地 関係者 親族 享年 没年月日 臨終時の顔 性格 参考文献
立信上人 円空 瑞雲（見る者） 念仏 念仏 洛南真宗院→遣迎二

院→誓願寺
善慧、如円、
道教、明戒、
信一、法慧、
正願

72 弘安 7 年 
4 月 18 日

東国高僧伝

了誉上人 聖冏 出生時に母の瑞夢、
慧光の夢で曼殊の応身と言
われる

合掌して仏を
誦す

澡浴、浄衣 常州、伝通院 了実、蓮勝、
定慧、祐存、
真源、聖聡

応永 27 年
9 月 27 日

東国高僧伝

真阿上人 夢中に誓願寺の如来、背に
円光（院殿）、夢中に地蔵
大 士（壬 生 寺 僧 も 同 じ
夢）、心了西堂の蘇生談

聖 衆 来 迎、 異
香、紫雲、妙華

水葬時に聖衆
来迎（見聞の
道俗）

専念法号、称名正行 念仏 沐浴剃髪、三衣 誓願寺 普広院殿 66 永享 12 年
7 月 2 日

道心堅固 誓願寺縁起等

隆尭法印 観音のお告げ、霊夢によっ
て著作

日課八万四千遍 江州栗本郡河辺郷、
江州阿弥陀寺

81 宝徳元年
12 月 12 日

称名念仏奇特
集奥書等

盛能法師 紫雲、尼の霊夢 高声念仏 越州、予州長田西蓮
寺

真盛 明応 4 年 
3 月 12 日

眠るが如く 真盛上人往生
伝

盛全上人 実報房類全 夢に鬼神 紫雲（見る者） 修補古仏建立新寺、堅持禁
戒、毎日念仏十万遍

高声念仏数十
遍

江州坂本西教寺 真盛 57 永正 2 年 
8 月 15 日

眠るが如く 広学多聞 真盛上人往生
伝

道感法師 所持の舎利の中に無数化仏 往生予見 称念 念仏 頭北面西 濃州 慶安年中
10 月 15 日

勇武、強剛

西信法師 往生予告 念仏 念仏 別 時、 沐 浴 着
衣、自ら棺中に
入る

尾州 真言寺法印 万治元年
10 月 15 日
当午

強武、質直
強健

任唱法師 本尊右脇より光明（数回） 念仏 念仏 洛城 寛文年中 
7 月 13 日

正念 柔和

真空法師 園 阿 弥 陀
仏、称入

夢中に菩薩来臨 斎戒、日課三万 死期をさとり
別時念仏

京兆 50 延宝 5 年 
2 月 6 日

奄然として 慈愍 空恵師の所製
のものによる

信誉上人 恵秀 金色の弥陀三聖が金蓮華に
座 し 来 現（浄 欣）、 紫 雲

（大衆）

聖衆来迎 葬送時に紫雲
（泉州横山の
も の 等）、 舎
利数粒

念仏 弥陀尊像を床頭
に安置、臨終正
念の四十八夜の
別時、綵縷を合
掌の中に懸ける

摂州柔津見性寺、鎮
西善導寺

浄欣 78 貞享 3 年 
4 月 5 日

笑が如し 博学多識

某信士 中里上野 阿弥陀仏来現、観音霊験 念仏 上総国伊南万喜 定雄法印 武略達者
久賀信士 徳養 光明 阿弥陀仏より美

味を給わる、其
余瑞相

葬送時に天華
（見 聞 の 信
男、信女）

念仏 念仏 丹州船井郡広瀬村 寛永 12 年
12 月 19 日

正直

某信士 弥三 死期予知 終焉三日前から
瑞 花 乱 墜（諸
人・宝池坊）

回心懺悔、念仏 念仏 和州河原村 寛永年中 
2 月 18 日

凶悍

貞雲信女 往生予見 念仏 念仏 親族を集め 和州十市郡下村 天和 2 年 
6 月 15 日

眠るが如く 柔和、至孝

宗春信女 栄誉 赤光満室 専業持名、廃寺復興 念仏 看侍の黒衣、手
に綵縷を提げて

泉州堺浜 万無上人、忍
徴上人

天和 2 年 
2 月 14 日

安然 善柔

妙玉信女 蘇生し浄土の諸相を語る 聖衆来迎、異香 本願寺宗→念仏 念仏 瞻病人 洛陽 17 貞享 4 年 
9 月 12 日
正午

眠るが如く 柔和

姓　名 別　名 平生の奇瑞 臨終における奇瑞 死後の奇瑞 平生の往生行 臨終の往生行 臨終の用意 出身地・主な滞在地 関係者 親族 享年 没年月日 臨終時の顔 性格 参考文献
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姓　名 別　名 平生の奇瑞 臨終における奇瑞 死後の奇瑞 平生の往生行 臨終の往生行 臨終の用意 出身地・主な滞在地 関係者 親族 享年 没年月日 臨終時の顔 性格 参考文献
立信上人 円空 瑞雲（見る者） 念仏 念仏 洛南真宗院→遣迎二

院→誓願寺
善慧、如円、
道教、明戒、
信一、法慧、
正願

72 弘安 7 年 
4 月 18 日

東国高僧伝

了誉上人 聖冏 出生時に母の瑞夢、
慧光の夢で曼殊の応身と言
われる

合掌して仏を
誦す

澡浴、浄衣 常州、伝通院 了実、蓮勝、
定慧、祐存、
真源、聖聡

応永 27 年
9 月 27 日

東国高僧伝

真阿上人 夢中に誓願寺の如来、背に
円光（院殿）、夢中に地蔵
大 士（壬 生 寺 僧 も 同 じ
夢）、心了西堂の蘇生談

聖 衆 来 迎、 異
香、紫雲、妙華

水葬時に聖衆
来迎（見聞の
道俗）

専念法号、称名正行 念仏 沐浴剃髪、三衣 誓願寺 普広院殿 66 永享 12 年
7 月 2 日

道心堅固 誓願寺縁起等

隆尭法印 観音のお告げ、霊夢によっ
て著作

日課八万四千遍 江州栗本郡河辺郷、
江州阿弥陀寺

81 宝徳元年
12 月 12 日

称名念仏奇特
集奥書等

盛能法師 紫雲、尼の霊夢 高声念仏 越州、予州長田西蓮
寺

真盛 明応 4 年 
3 月 12 日

眠るが如く 真盛上人往生
伝

盛全上人 実報房類全 夢に鬼神 紫雲（見る者） 修補古仏建立新寺、堅持禁
戒、毎日念仏十万遍

高声念仏数十
遍

江州坂本西教寺 真盛 57 永正 2 年 
8 月 15 日

眠るが如く 広学多聞 真盛上人往生
伝

道感法師 所持の舎利の中に無数化仏 往生予見 称念 念仏 頭北面西 濃州 慶安年中
10 月 15 日

勇武、強剛

西信法師 往生予告 念仏 念仏 別 時、 沐 浴 着
衣、自ら棺中に
入る

尾州 真言寺法印 万治元年
10 月 15 日
当午

強武、質直
強健

任唱法師 本尊右脇より光明（数回） 念仏 念仏 洛城 寛文年中 
7 月 13 日

正念 柔和

真空法師 園 阿 弥 陀
仏、称入

夢中に菩薩来臨 斎戒、日課三万 死期をさとり
別時念仏

京兆 50 延宝 5 年 
2 月 6 日

奄然として 慈愍 空恵師の所製
のものによる

信誉上人 恵秀 金色の弥陀三聖が金蓮華に
座 し 来 現（浄 欣）、 紫 雲

（大衆）

聖衆来迎 葬送時に紫雲
（泉州横山の
も の 等）、 舎
利数粒

念仏 弥陀尊像を床頭
に安置、臨終正
念の四十八夜の
別時、綵縷を合
掌の中に懸ける

摂州柔津見性寺、鎮
西善導寺

浄欣 78 貞享 3 年 
4 月 5 日

笑が如し 博学多識

某信士 中里上野 阿弥陀仏来現、観音霊験 念仏 上総国伊南万喜 定雄法印 武略達者
久賀信士 徳養 光明 阿弥陀仏より美

味を給わる、其
余瑞相

葬送時に天華
（見 聞 の 信
男、信女）

念仏 念仏 丹州船井郡広瀬村 寛永 12 年
12 月 19 日

正直

某信士 弥三 死期予知 終焉三日前から
瑞 花 乱 墜（諸
人・宝池坊）

回心懺悔、念仏 念仏 和州河原村 寛永年中 
2 月 18 日

凶悍

貞雲信女 往生予見 念仏 念仏 親族を集め 和州十市郡下村 天和 2 年 
6 月 15 日

眠るが如く 柔和、至孝

宗春信女 栄誉 赤光満室 専業持名、廃寺復興 念仏 看侍の黒衣、手
に綵縷を提げて

泉州堺浜 万無上人、忍
徴上人

天和 2 年 
2 月 14 日

安然 善柔

妙玉信女 蘇生し浄土の諸相を語る 聖衆来迎、異香 本願寺宗→念仏 念仏 瞻病人 洛陽 17 貞享 4 年 
9 月 12 日
正午

眠るが如く 柔和

姓　名 別　名 平生の奇瑞 臨終における奇瑞 死後の奇瑞 平生の往生行 臨終の往生行 臨終の用意 出身地・主な滞在地 関係者 親族 享年 没年月日 臨終時の顔 性格 参考文献

緇白往生伝



─ 230 ─

一
、 

問
題
の
所
在

　

本
稿
に
お
い
て
は
良
忠
が
諸
行
に
よ
る
往
生
を
認
め
て
い
る
と
さ

れ
る
点
に
つ
い
て
、『
伝
通
記
』
の
説
示
を
中
心
に
検
討
を
行
い
た

い
。

　

良
忠
の
教
義
的
な
特
色
と
し
て
諸
行
往
生
説
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る１

。

周
知
の
よ
う
に
善
導
、
法
然
は
本
願
称
名
念
仏
に
よ
る
凡
入
報
土
を

勧
め
、
特
に
法
然
は
諸
行
の
廃
捨
を
勧
め２

、「
略
選
択
」
等
を
通
じ

て
、
速
や
か
な
る
往
生
浄
土
の
た
め
に
は
、
聖
道
門
お
よ
び
諸
行
を

選
び
捨
て
、
本
願
で
あ
る
称
名
念
仏
を
修
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
法
然
の
主
張
か
ら
す
れ
ば
、
諸
行
非
本
願
の
立
場
は
問
題
な
い

が
、
こ
の
立
場
で
諸
行
往
生
を
認
め
る
こ
と
は
、
法
然
が
『
選
択

集
』
に
お
い
て
廃
捨
し
た
諸
行
に
往
生
行
と
し
て
の
価
値
を
見
出
す

こ
と
に
な
り
、
良
忠
の
立
場
は
一
見
法
然
の
主
張
に
相
違
す
る
よ
う

に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
良
忠
は
諸
行
非
本
願
、
諸
行
往
生
に

関
説
す
る
箇
所
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
な
説
示
を
引
用
し
て
い
る
。

故
に
祖
師
の
云
わ
く
「
若
し
人
有
り
て
、
諸
行
は
皆
、
是
れ
弘

願
の
行
な
り
や
と
問
わ
ば
、
應
に
答
え
て
而
言
う
べ
し
。
唯
だ

念
佛
の
行
の
み
な
り
と
。
若
し
人
有
り
て
、
定
散
生
ず
る
時
、

弘
願
に
乗
ず
る
や
と
問
わ
ば
、
應
に
答
え
て
言
う
べ
し
。
皆
、

弘
願
に
乗
ず
と
」。（『
浄
全
』
二
、
二
一
一
頁
下
）

こ
の
説
示
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
良
忠
は
法
然
も
同
様
の
立

場
に
あ
っ
た
と
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
む
し
ろ
こ
の
立

場
の
顕
彰
に
努
め
た
結
果
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　

ま
た
諸
行
往
生
に
つ
い
て
は
、
貞
慶
『
興
福
寺
奏
状
』
に
『
観

経
』
の
三
福
九
品
の
行
や
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
の
著
作
等
か
ら
諸
行

に
関
す
る
説
示
を
と
り
あ
げ
、
三
部
経
お
よ
び
善
導
等
の
諸
師
も
諸

行
往
生
を
認
め
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
、
す
で
に
法
然
当
時
か
ら
諸

 『
伝
通
記
』
に
お
け
る
実
践
行　

―
諸
行
往
生
説
を
め
ぐ
っ
て
―

沼　

倉　

雄　

人
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宗
の
学
匠
よ
る
指
摘
、
批
判
が
あ
り
、
法
然
門
流
の
み
に
お
け
る
問

題
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
を
要
し３

、
良
忠
の
諸
行
往
生
説
の
検
討

は
こ
の
よ
う
な
背
景
も
踏
ま
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、 『
伝
通
記
』
に
お
け
る
実
践
行
の
解
釈

［
定
散
二
善
に
つ
い
て
］

　

ま
ず
定
散
二
善
の
行
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。『
観
経
疏
』
玄
義

分
、
序
題
門
中
に
要
門
・
弘
願
釈
が
示
さ
れ
る
が４

、
そ
の
一
節
に
対

し
て
、
良
忠
は
定
散
二
善
の
行
に
よ
っ
て
往
生
が
可
能
で
あ
る
こ
と

と
、
そ
の
根
拠
を
提
示
し
て
い
る
。

【
其
要
門
者
｛
乃
至
｝
増
上
縁
也
】
と
は
、
自
下
は
重
ね
て
要

門
、
弘
願
を
釋
す
。

謂
わ
く
定
散
の
行
を
以
て
内
因
と
爲
し
、
佛
の
本
願
力
を
以
て

外
縁
と
爲
す
。
因
縁
和
合
し
て
、
皆
、
往
生
す
る
こ
と
を
得
。

―
中
略
―
。

若
し
今
、
凡
夫
、
報
土
に
生
ず
る
時
、
願
力
、
加
わ
ら
ず
ん
ば

生
ず
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
、
別
し
て
佛
願
を
以
て
増
上
縁
と
爲

す
。
凡
夫
の
行
を
し
て
報
土
の
因
と
成
さ
し
む
。（『
浄
全
』
二
、

一
二
八
頁
下
）

　

良
忠
は
こ
の
要
門
弘
願
釈
は
善
導
が
定
散
二
善
の
行
に
よ
る
往
生

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
、「
定
散
の
行
」

と
い
う
内
因
と
「
仏
の
本
願
力
」
と
い
う
外
縁
の
和
合
に
よ
っ
て
成

就
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
良
忠
は
凡
夫
が
報
土
に
往

生
す
る
場
合
、
阿
弥
陀
仏
の
願
力
の
加
被
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
願
力
が
加
わ
ら
な
け
れ
ば
、

凡
夫
が
報
土
に
往
生
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
良
忠
は
定
散
二
善
の
行
に
よ
る
報
土
往
生
が
可
能

と
み
て
い
る
が
、
凡
夫
が
そ
れ
ら
の
行
に
よ
っ
て
往
生
を
望
む
場
合
、

仏
願
力
の
加
被
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

［
九
品
正
行
と
五
種
正
行
］

　
『
観
経
疏
』
散
善
義
の
は
じ
め
に
は
、
三
福
を
正
因
、
九
品
の
各

行
相
を
正
行
と
す
る
と
述
べ
て
い
る５

。
三
福
と
九
品
の
開
合
に
つ
い

て
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
良
忠
は
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
、
三

福
正
因
、
九
品
正
行
に
つ
い
て
経
文
と
道
理
か
ら
そ
の
理
由
を
述
べ

て
い
る６

。
そ
の
う
え
で
、
良
忠
は
こ
の
九
品
正
行
と
後
の
就
行
立
信

釈
に
説
か
れ
る
五
種
正
行
と
の
同
異
に
つ
い
て
問
答
を
設
け
て
い
る
。

問
、
三
福
正
因
と
三
心
正
因
と
、
九
品
正
行
と
五
種
正
行
と
、

同
異
、
如
何
。

答
、
―
中
略
―
。
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又
、
五
種
正
行
と
九
品
正
行
と
は
、
倶
に
起
行
な
り
と
雖
も
、

然
も
其
の
義
、
別
な
り
。
謂
わ
く
九
品
正
行
は
輪
迴
の
邪
業
に

對
し
て
、
總
じ
て
往
生
の
業
因
を
以
て
名
づ
け
て
正
行
と
爲
す
。

未
だ
正
・
雜
を
分
か
た
ず
。
總
じ
て
正
行
と
名
づ
く
。
五
種
正

行
は
諸
の
雜
行
に
對
し
て
、
別
し
て
親
近
を
以
て
名
づ
け
て
正

行
と
爲
す
。

　

良
忠
は
、
九
品
正
行
を
輪
廻
の
邪
業
に
対
し
て
往
生
の
業
因
と
な

る
た
め
正
行
と
名
づ
け
、
五
種
正
行
は
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
親
近
等

を
分
別
し
て
諸
々
の
雑
行
に
対
し
て
正
行
と
名
づ
け
た
も
の
と
し
て

い
る
。
続
け
て
良
忠
は
こ
の
二
種
の
正
行
を
、
定
善
、
九
品
、
五
種

正
行
の
そ
れ
ぞ
れ
を
四
句
分
別
し
て
い
る
。

又
、
曲
し
く
論
ぜ
ば
、
互
い
に
寛
狹
有
り
。
應
に
四
句
を
作
る

べ
し
。

一
に
は
自
ら
九
品
正
行
に
し
て
、
而
も
五
種
正
行
に
非
ざ
る
有

り
。
謂
わ
く
上
六
品
の
正
行
、
是
れ
な
り
。

二
に
は
自
ら
五
種
正
行
に
し
て
、
而
も
九
品
正
行
に
非
ざ
る
有

り
。
謂
わ
く
觀
察
正
行
、
是
れ
な
り
。

三
に
は
自
ら
二
つ
の
正
行
に
通
ず
る
有
り
。
謂
わ
く
稱
名
正
行
、

是
れ
な
り
。

四
に
は
自
ら
二
つ
の
正
行
に
非
ざ
る
有
り
。
謂
わ
く
前
相
を
除

き
て
十
方
淨
土
、
覩
史
多
天
、
聖
道
の
行
業
、
是
れ
な
り
。

凡
そ
上
六
品
の
正
行
は
一
度
、
正
行
の
名
を
得
。
讀
誦
等
の
四

正
行
は
二
度
、
正
行
の
名
を
得
。
稱
名
正
行
は
三
度
、
正
行
の

名
を
得
た
り
。
稱
名
、
餘
に
超
え
る
こ
と
、
其
の
義
、
知
る
べ

し
。（『
浄
全
』
二
、
三
七
一
頁
下
～
三
七
二
頁
下
）

　

良
忠
は
四
句
に
お
い
て
三
度
正
行
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
称
名
念

仏
が
余
の
行
に
超
え
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
九
品
正
行
で

も
五
種
正
行
で
も
な
い
行
と
し
て
、
十
方
浄
土
、
覩
史
多
天
、
聖
道

の
行
業
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
は
い
わ
ゆ
る
聖
道
諸
宗

に
お
け
る
行
と
解
さ
れ
、
先
の
問
答
内
の
分
別
か
ら
う
か
が
え
ば
、

五
種
正
行
に
対
し
て
分
別
さ
れ
る
「
諸
の
雜
行
」
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

［
正
行
と
雑
行
］

　

次
に
正
行
、
雑
行
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。『
伝
通
記
』
の
就

行
立
信
釈
の
問
答
に
お
い
て
「
就
行
立
信
と
は
何
等
の
行
に
つ
い
て

信
を
立
つ
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、「
此
れ
に
三
義
有
り
」
と

し
て
、
そ
の
第
一
義
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
に
云
わ
く
、
總
じ
て
正
雜
二
行
に
通
じ
て
、
以
て
往
生
の

信
心
を
立
つ
。
故
に
初
め
の
文
に
【
然
行
有
二
種
】
と
云
え
り
。

此
れ
は
正
雜
二
行
に
就
き
て
而
も
信
を
立
つ
な
り
。『
選
擇
集
』
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に
云
わ
く
「
往
生
の
行
に
二
種
有
り
。
一
つ
に
正
行
、
二
つ
に

雜
行
」
と
。
既
に
「
往
生
行
有
二
種
」
と
云
え
り
。
往
生
の
信
、

何
ぞ
正
行
に
局
ら
ん
。

   a
但
だ
し
、
正
・
雜
、
助
・
正
、
及
び
得
失
を
分
別
す
る
に
至

り
て
は
、
立
信
の
上
に
經
の
本
意
を
探
り
て
、
隨
自
の
機
に
約

し
て
、
其
の
得
失
を
判
ず
る
な
り
。
必
ず
し
も
廣
く
隨
他
の
機

を
勸
む
る
に
は
あ
ら
ず
。『
選
擇
集
』
に
「
雜
行
を
捨
て
、
正

行
に
歸
す
る
の
文
」
と
云
う
。
亦
、
此
の
意
な
り
。

此
れ
乃
ち
『
觀
經
』
所
説
の
上
六
品
の
行
は
、
即
ち
是
れ
雜
行

な
り
。
十
三
定
善
、
及
び
下
三
品
は
即
ち
是
れ
正
行
な
り
。
今
、

經
文
に
順
じ
て
二
行
の
信
を
立
つ
な
り
。（『
浄
全
』
二
、
三
八

七
頁
上
）

　

就
行
立
信
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
の
行
に
つ
い
て

信
の
確
立
を
目
的
に
説
か
れ
、
法
然
は
『
選
択
集
』
第
二
章
段
に
引

文
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
波
線
部
a
か
ら
読
み
取

れ
る
よ
う
に
、
良
忠
は
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
『
観
経
疏
』
就
行
立

信
を
、『
選
択
集
』
第
一
章
段
か
ら
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
理

解
し
て
お
り
、『
観
経
疏
』
に
お
け
る
実
践
行
の
解
釈
に
法
然
『
選

択
集
』
の
視
点
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

で
は
、
正
行
、
雑
行
に
関
す
る
内
容
を
み
て
み
よ
う
。
良
忠
は
就

行
立
信
の
対
象
は
正
雑
二
行
に
通
じ
る
こ
と
を
『
観
経
疏
』
の
文
自

体
か
ら
理
解
し
、
ま
た
「
往
生
の
信
」
は
正
行
に
か
ぎ
る
こ
と
で
は

な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
良
忠
自
身
、
雑
行
に
よ
る
往
生
を
認

め
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
『
選
択
集
』
を
指
摘
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
自
己
の
解
釈
で
は
な
く
『
選
択
集
』
の
義
に
順
じ
て
い

る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
法
然
が
雑
行
に
よ
る

往
生
を
認
め
て
い
た
と
良
忠
は
と
ら
え
て
い
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

　

良
忠
は
正
行
と
し
て
、
定
善
十
三
観
と
下
品
三
生
の
行
を
配
当
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
定
善
十
三
観
が
五
種
正
行
の
観
察
正
行
に
あ
た

り
、
下
品
三
生
に
示
さ
れ
る
行
が
称
名
正
行
に
あ
た
る
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
雑
行
に
つ
い
て
は
、
上
六
品
の
行
は
『
観
経
』
の
三

福
の
説
示
内
容
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
彼
の
國
に
生
ぜ
ん

と
欲
せ
ん
者
」（『
浄
全
』
一
、
三
九
頁
）
と
あ
り
、
西
方
願
生
者
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
実
践
内
容
は
阿
弥
陀
仏
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は

な
い
た
め
、
良
忠
は
、
正
行
、
雑
行
と
い
う
分
類
で
は
、
上
六
品
の

行
を
雑
行
と
み
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

聖
道
諸
宗
に
お
け
る
諸
行
も
先
述
の
整
理
か
ら
い
え
ば
、
こ
こ
に
い

う
雑
行
に
含
ま
れ
る
と
い
え
よ
う
。

［
諸
行
に
つ
い
て
］

　

以
上
の
整
理
を
通
じ
て
、
良
忠
が
『
観
経
』『
観
経
疏
』
所
説
の
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実
践
行
を
い
ず
れ
も
往
生
行
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

た
。
で
は
あ
ら
た
め
て
、「
諸
行
」
と
は
何
か
、
往
生
行
を
称
名
念

仏
一
行
に
特
化
す
る
善
導
、
法
然
の
教
説
、
称
名
以
外
の
四
正
行
を

は
じ
め
、
雑
行
に
類
別
さ
れ
た
三
福
九
品
、
聖
道
諸
宗
の
行
業
等
を

考
え
れ
ば
、
良
忠
は
称
名
念
仏
以
外
を
「
諸
行
」
と
把
握
し
て
い
る

と
推
察
さ
れ
る
。
定
散
二
善
の
行
や
五
種
正
行
を
特
別
視
し
て
、
諸

行
か
ら
除
く
と
い
う
よ
う
な
説
示
は
少
な
く
と
も
今
回
は
見
出
さ
れ

な
か
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　

こ
の
諸
行
に
よ
っ
て
往
生
す
る
た
め
に
は
、
一
点
は
『
観
経
疏
』

要
門
弘
願
釈
に
「
斯
の
二
行
を
迴
し
て
」（『
浄
全
』
二
、
二
頁
上
）

と
い
い
、
散
善
義
の
就
行
立
信
に
雑
行
を
も
っ
て
「
廻
向
し
て
生
ず

る
こ
と
を
得
」（『
浄
全
』
二
、
五
八
頁
下
）
等
と
あ
る
よ
う
に
、
廻

向
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
が７

、
第
十
八
願
に
生
因
と
し
て
誓
わ

れ
た
称
名
念
仏
と
同
じ
く
、
仏
願
力
に
よ
る
こ
と
は
、
先
に
も
引
用

し
た
要
門
弘
願
釈
に
お
い
て
良
忠
自
身
も
述
べ
て
い
た
通
り
で
あ
る
。

三
、 

諸
行
と
摂
機
の
願

　

良
忠
は
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
、
第
十
八
願
を
生
因
の
願
と
呼
称

し
、
称
名
念
仏
の
み
が
本
願
に
誓
わ
れ
た
実
践
行
で
あ
る
こ
と
を

『
観
経
疏
』
の
解
釈
か
ら
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
先
の
定
散
二
善
の

行
の
整
理
で
触
れ
た
要
門
弘
願
釈
に
お
い
て
は
、
定
散
の
行
も
願
力

と
「
因
縁
和
合
し
て
、
皆
、
往
生
す
る
こ
と
を
得
」（『
浄
全
』
二
、

一
二
八
頁
下
）
と
し
て
い
る
。
ま
た
良
忠
は
凡
入
報
土
が
阿
弥
陀
仏

の
願
力
の
加
被
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
を
言
い
換
え
て
要
す
る
に
良
忠
は
「
凡
夫
が
定
散
の
行
（
諸

行
）
に
よ
っ
て
往
生
す
る
た
め
に
は
阿
弥
陀
仏
の
願
力
の
加
被
が
必

要
で
あ
る
」
と
理
解
し
て
い
る
。
で
は
称
名
念
仏
以
外
の
行
に
加
被

し
、
諸
行
に
よ
っ
て
報
土
に
往
生
さ
し
め
る
願
力
と
は
何
か
。
法
然

門
下
に
お
い
て
諸
行
往
生
を
認
め
る
諸
行
本
願
義
や
多
念
義
で
は
、

第
十
八
、
十
九
、
二
十
願
を
指
摘
し
て
、
三
願
と
も
生
因
の
本
願
と

位
置
づ
け
る
こ
と
で
会
通
を
図
る
が
、『
伝
通
記
』
に
お
い
て
は
第

十
九
、
二
十
願
に
は
殊
更
触
れ
ず
、
良
忠
は
摂
機
の
願
を
提
示
す
る

こ
と
で
解
決
を
図
っ
て
い
る
。

　

良
忠
は
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
、
摂
機
の
願
の
具
体
的
な
解
説
は

行
っ
て
い
な
い
が８

、
摂
機
の
願
と
生
因
の
願
の
相
違
に
つ
い
て
問
答

を
設
け
、
わ
ず
か
な
が
ら
摂
機
の
願
の
性
格
を
説
明
し
て
い
る
。

問
、
攝
機
の
願
に
由
り
て
亦
、
往
生
を
得
ば
、
生
因
の
願
と
何

の
差
別
有
り
や
。

答
、
攝
機
と
生
因
と
同
じ
く
佛
願
な
り
と
雖
も
、
而
も
攝
機
の

願
は
唯
だ
機
を
願
ず
る
が
故
に
行
成
就
し
難
く
、
生
因
本
願
は
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別
因
を
願
ず
る
が
故
に
行
成
就
し
易
し
。
總
じ
て
而
も
之
を
言

わ
ば
、
因
位
の
行
成
ず
る
こ
と
は
必
ず
果
の
加
を
被
る
。

謂
わ
く
、
聖
道
の
機
、
二
空
の
行
を
成
ず
る
に
は
總
じ
て
佛
加

を
被
る
｛
一
重
｝。
餘
行
成
ず
る
時
、
總
じ
て
佛
加
の
上
に
亦
、

攝
凡
の
願
を
假
る
｛
二
重
｝。
稱
名
の
行
成
ず
る
に
は
上
の
二

力
の
上
に
重
ね
て
生
因
本
願
の
力
を
被
る
｛
三
重
｝。
是
の
故

に
稱
名
は
十
即
十
生
な
り
。
二
道
所
得
極
堅
牢
故
と
言
う
が
如

し
。
何
ぞ
差
別
無
か
ら
ん
。
今
、【
正
由
託
佛
願
】
と
言
う
は
、

廣
く
攝
取
凡
聖
の
本
願
に
約
し
て
、
獨
り
生
因
の
願
に
限
る
に

非
ず
。（『
浄
全
』
二
、
二
一
一
頁
上
～
二
一
二
頁
下
）

　

良
忠
は
、
摂
機
の
願
、
生
因
の
願
は
ど
ち
ら
も
仏
願
（
本
願
）
で

あ
る
と
し
、
摂
機
の
願
は
機
根
を
摂
取
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
願
で

あ
る
た
め
行
は
成
就
し
難
い
、
そ
れ
に
対
し
生
因
の
願
は
機
根
の
隔

て
な
く
、
往
生
す
る
た
め
の
行
が
示
さ
れ
た
願
で
あ
る
か
ら
行
は
成

就
し
易
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
行
者
の
行
が
成
就
す
る
の
は
仏
果

の
冥
加
を
被
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
者
の
行
が
被

る
仏
の
冥
加
と
願
力
に
つ
い
て
述
べ
、
称
名
は
仏
の
冥
加
、
摂
凡
の

願
、
生
因
の
願
の
力
を
被
る
こ
と
に
他
の
行
に
超
え
て
い
る
と
し
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
の
説
示
を
終
わ
っ
て
、
良
忠
は
『
観
経
疏
』
の
解
釈
に
返

り
、「
五
乗
、
齊
し
く
入
る
」
の
た
め
に
正
し
く
託
し
た
「
仏
願
」

は
生
因
の
願
に
か
ぎ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
機
根
の
摂
取
を
目
的
と

し
て
の
仏
願
（
四
十
八
願
）
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

四
、 

ま
と
め
―
良
忠
の
諸
行
往
生
説
―

　

良
忠
の
諸
行
往
生
説
に
つ
い
て
、『
観
経
』『
観
経
疏
』
所
説
の
実

践
行
か
ら
縷
々
『
伝
通
記
』
の
解
釈
を
整
理
し
て
往
生
行
と
し
て
の

諸
行
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
良
忠
は
凡

入
報
土
を
仏
願
力
の
加
被
に
よ
る
と
し
て
、
諸
行
に
お
い
て
は
摂
機

の
願
に
よ
っ
て
凡
入
報
土
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

今
回
、
整
理
に
あ
た
っ
た
『
伝
通
記
』
の
解
釈
を
み
る
か
ぎ
り

『
観
経
』『
観
経
疏
』
の
説
示
に
相
違
す
る
よ
う
な
説
は
見
受
け
ら
れ

な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
一
方
、『
伝
通
記
』
の
就
行
立
信
釈
な

ど
を
み
る
と
『
選
択
集
』
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
、
法
然
の
視
点
を

も
っ
て
『
観
経
疏
』
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
意
志
も
感
じ
ら
れ
る
。

法
然
の
視
点
を
推
し
進
め
る
な
ら
ば
、
諸
行
の
説
示
の
際
に
廃
捨
す

る
方
向
に
向
か
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
良
忠
は
あ
く
ま
で
も
諸

行
往
生
を
認
め
る
姿
勢
を
崩
さ
ず
『
観
経
疏
』
の
注
釈
を
進
め
て
い

る
。
し
か
し
念
仏
と
諸
行
と
い
う
往
生
行
と
し
て
の
価
値
批
判
は
、

『
伝
通
記
』
に
お
い
て
就
行
立
信
に
三
義
あ
り
と
す
る
う
ち
の
第
三
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義９

に
廃
助
傍
の
三
義10

を
転
用
し
た
よ
う
な
解
釈
が
見
受
け
ら
れ
、
正

行
を
と
り
、
さ
ら
に
仏
願
に
順
ず
る
称
名
念
仏
を
修
す
べ
き
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
。

　

ま
た
実
際
に
凡
夫
が
諸
行
に
よ
っ
て
往
生
の
業
を
成
就
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
良
忠
は
『
伝
通
記
』
に
お

い
て

然
る
に
怯
弱
の
下
機
に
望
む
れ
ば
、
聖
道
自
力
は
修
行
成
じ
難

し
。
是
の
故
に
【
失
此
法
財
】
と
云
う
。（『
浄
全
』
二
、
二
八

五
頁
下
）

と
述
べ
、
ま
た
別
の
箇
所
で
は
、

謂
わ
く
、
下
機
に
望
む
れ
ば
、
諸
行
、
成
じ
難
し
。
非
本
願
の

行
は
加
力
、
弱
き
が
故
に
。
念
佛
は
修
し
易
し
。
生
因
の
願
に

乘
じ
て
、
他
力
、
強
き
が
故
に
。
此
の
義
を
以
て
の
故
に
念
佛

を
行
ぜ
し
む
。（『
浄
全
』
二
、
一
三
〇
頁
上
～
下
）

と
い
う
説
示
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
怯
弱
の
下
機
で
あ
る
凡
夫
は
自

力
聖
道
の
行
の
み
な
ら
ず
、
諸
行
に
わ
た
っ
て
も
行
の
成
就
が
難
し

い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、『
観
経
疏
』
解
釈
上
、
ま

た
法
然
の
説
示
に
基
づ
い
て
、
諸
行
往
生
を
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、

善
導
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
信
外
軽
毛
の
凡
夫
」「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」

に
お
い
て
諸
行
の
成
就
は
現
実
的
に
は
難
し
い
と
し
て
、
決
し
て
積

極
的
に
説
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
良
忠
が
諸
行
往
生
説
を
提
示
し
た
背
景
に
若
干
考
察
を
試

み
た
い
。
良
忠
が
諸
行
往
生
説
を
認
め
て
い
る
根
拠
に
は
述
べ
き
た

っ
た
よ
う
に
『
観
経
』『
観
経
疏
』
の
解
釈
上
と
は
じ
め
に
引
用
し

た
法
然
の
口
伝
も
そ
の
理
由
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
が
、
も
う
一
点
、

良
忠
が
唯
識
を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
勝
願
院
良
遍
の
次
の
口
伝
も
看
過

で
き
な
い
。

問
、
執
者
、
亦
、
云
わ
く
「
淨
土
門
に
就
い
て
餘
行
は
生
ぜ

ず
」
と
。
此
の
義
、
如
何
。

答
、
此
の
義
、
先
師
、
殊
に
以
て
之
を
痛
み
た
も
う
。
安
居
院
、

亦
、
之
に
同
じ
。

勝
願
院
の
云
わ
く
「
經
文
明
ら
か
に
諸
行
往
生
を
説
く
。
而
る

に
不
生
と
言
わ
ば
、
此
れ
は
是
れ
、
謗
法
な
り
。
痛
ま
し
き
か

な
。
罪
報
定
ん
で
阿
鼻
に
堕
せ
ん
」。（『
浄
全
』
二
、
一
二
六

頁
下
～
一
二
七
頁
上
）

　

良
遍
は
『
観
経
』
に
は
明
ら
か
に
諸
行
に
よ
る
往
生
が
説
か
れ
て

い
る
と
し
、
こ
れ
を
「
不
生
」
と
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
謗
法
で

あ
る
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。
良
遍
が
諸
行
往
生
の
立
場
を
と
る
こ
と

は
法
相
宗
の
学
匠
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
が
、
浄
土
教
者

と
し
て
の
側
面
か
ら
も
そ
の
著
で
あ
る
『
念
仏
往
生
決
心
記
』
に
は
、
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夫
れ
一
切
の
佛
法
は
、
皆
、
出
離
の
道
な
り
。
若
し
能
く
修
行

し
て
發
願
廻
向
せ
ば
、
皆
、
是
れ
往
生
の
正
因
な
り
。
他
の
善

根
に
於
い
て
如
實
に
隨
喜
し
、
以
て
之
を
廻
向
せ
る
、
猶
、
淨

土
の
因
な
り
。
何
に
況
や
、
其
の
自
ら
の
修
行
に
於
い
て
を
や
。

―
中
略
―
。
此
れ
に
由
り
て
導
の
『
疏
』
に
或
い
は
唯
餘
行
、

或
い
は
唯
念
仏
、
或
い
は
彼
此
を
兼
ね
て
往
生
を
得
る
。
人
、

皆
、
悉
く
之
を
許
す
。
解
釋
明
明
な
り
。（『
浄
全
』
一
五
、
五

六
五
頁
上
～
下
）

と
あ
り
、
一
切
の
仏
法
を
修
行
し
て
廻
向
す
れ
ば
、
往
生
の
正
因
と

な
る
と
し
、
さ
ら
に
は
善
導
の
『
疏
』
の
説
示
に
も
そ
の
旨
が
説
か

れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る11

。
こ
の
よ
う
な
諸
行
に
関
す
る
見
解
お
よ

び
善
導
解
釈
は
、
お
そ
ら
く
当
時
の
南
都
仏
教
者
の
間
で
は
当
然
の

認
識
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
は
じ
め
に
も
指
摘
し

た
よ
う
に
貞
慶
『
興
福
寺
奏
状
』
に
も
、『
観
経
』
の
三
福
九
品
の

行
や
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
の
著
作
等
か
ら
諸
行
に
関
す
る
説
示
を
と

り
あ
げ
、
善
導
も
諸
行
往
生
を
認
め
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る12

。

　

良
忠
は
良
遍
の
教
示
を
受
け
て
い
る
た
め
、
南
都
に
お
け
る
浄
土

教
理
解
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
て
い
る
こ
と
は
先
学
の
諸
研
究

に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る13

。
こ
の
実
践
行
の
問
題
に

つ
い
て
、
良
遍
な
ど
は
、
積
極
的
に
諸
行
を
肯
定
し
勧
め
る
の
に
対

し
、
良
忠
は
あ
く
ま
で
も
称
名
念
仏
の
専
修
を
堅
持
す
る
姿
勢
が
み

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
良
忠
の
諸
行
往
生
説
は
基
本
的
に
は
『
観

経
』『
観
経
疏
』
解
釈
に
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
良
遍
の
諸
行
理

解
も
影
響
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１　

凝
然
『
浄
土
法
門
源
流
章
』
に
は
、「
然
阿
等
の
義
、
諸
行
は

本
願
に
非
ず
。
本
願
に
非
ず
と
雖
も
往
生
す
る
こ
と
を
得
」。

（『
浄
全
』
一
五
、
五
九
九
頁
下
）
と
あ
る
。

２ 

一
方
で
法
然
に
お
け
る
諸
行
の
往
生
の
可
否
に
つ
い
て
広
く
議

論
さ
れ
て
い
る
。
平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』（
塙

書
房
、
一
九
九
二
）、
安
達
俊
英
「
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
諸

行
本
願
の
可
否
―
『
選
択
集
』
第
二
章
・
第
一
二
章
を
中
心
に

―
」（『
仏
教
文
化
研
究
』
四
一
、
一
九
九
六
）、
松
本
史
朗
氏

『
法
然
親
鸞
思
想
論
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
一
）、
本
庄
良
文

「
法
然
に
よ
る
諸
行
往
生
の
「
否
定
」
―
論
点
の
整
理
―
」（
法

然
上
人
八
〇
〇
年
大
遠
忌
記
念
『
法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』

法
蔵
館
、
二
〇
一
二
）
な
ど
。

３　

朝
倉
和
文
「
澄
憲
と
貞
慶
に
よ
る
法
然
の
凡
入
報
土
説
批
判
―

後
白
河
院
の
「
往
生
談
義
」
を
中
心
と
し
て
―
」（『
仏
教
学
研

究
』
六
六
、
二
〇
一
〇
）
な
ど
。
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４　
『
浄
全
』
二
、
二
頁
上
。

５　
『
浄
全
』
二
、
五
四
頁
下
。

６　
『
浄
全
』
二
、
三
七
一
頁
下
～
三
七
二
頁
上
。

７　

良
忠
が
諸
行
に
廻
向
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

『
観
経
疏
』
玄
義
分
、
序
題
門
の
「
迴
斯
二
行
求
願
往
生
」
の

一
文
を
釈
し
て
、「【
迴
斯
二
行
求
願
往
生
】
と
は
、
此
れ
は
定

散
、
各
々
、
生
因
と
成
ず
る
こ
と
を
述
す
」
と
述
べ
、「
各
別

往
生
の
經
釋
、
分
明
な
り
。
是
の
故
に
【
迴
】
と
は
迴
因
向
果

な
り
｛
云
云
｝」（『
浄
全
』
二
、
一
三
一
頁
上
～
下
）
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
了
解
さ
れ
る
。

８　

摂
機
の
願
と
生
因
の
願
に
つ
い
て
は
、『
決
疑
鈔
』『
選
択
疑
問

答
』
に
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

９　
『
浄
全
』
二
、
三
八
七
頁
上
～
下
。

10　
『
聖
典
三
、
三
一
頁
』。

11　

ま
た
別
の
箇
所
の
問
答
に
お
い
て
も
、
善
導
が
諸
行
往
生
を
認

め
て
い
る
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
（『
浄
全
』
一
五
、

五
六
九
頁
上
～
下
）。

12　

山
崎
慶
輝
「
日
本
唯
識
学
徒
の
念
仏
観
」（
大
原
先
生
古
稀
記

念
『
浄
土
教
思
想
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
七
）
参
照
。

山
崎
氏
は
同
論
の
な
か
で
貞
慶
と
良
遍
に
つ
い
て
、
浄
土
教
に

関
連
す
る
念
仏
、
諸
行
、
往
生
な
ど
の
諸
思
想
を
二
師
の
説
示

を
比
較
検
討
し
、
貞
慶
と
良
遍
に
共
通
す
る
見
解
は
当
時
の
南

都
に
お
け
る
一
般
的
な
見
解
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と

指
摘
し
て
い
る
。

13　

坂
上
雅
翁
「
南
都
浄
土
教
と
良
忠
上
人
の
教
学
―
特
に
良
遍
上

人
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
―
」（『
良
忠
上
人
研
究
』
大
本
山

光
明
寺
、
一
九
八
六
）
な
ど
。
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法
然
上
人
に
お
け
る
中
陰
に
つ
い
て

林　

田　

康　

順

一
、
は
じ
め
に
―
本
稿
執
筆
の
ス
タ
ン
ス
―

　
「
浄
土
宗
に
中
陰
が
な
い
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
。」

　
「
浄
土
宗
で
の
四
十
九
日
の
法
要
の
捉
え
方
に
つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い
。」

　

し
ば
し
ば
、
こ
の
よ
う
な
質
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
あ
ら
た
め

て
言
う
ま
で
も
な
く
浄
土
宗
は
、
本
来
な
ら
ば
生
死
輪
廻
を
経
巡
り

続
け
ね
ば
な
ら
な
い
私
達
が
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
本
願

に
定
め
ら
れ
た
称
名
念
仏
を
相
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
期
臨
終

に
あ
た
り
、
阿
弥
陀
仏
や
観
音
・
勢
至
両
菩
薩
を
は
じ
め
と
す
る
極

楽
の
聖
衆
が
来
迎
さ
れ
、
三
界
を
勝
過
し
た
極
楽
浄
土
に
速
や
か
に

引
接
し
て
下
さ
る
と
い
う
教
え
を
基
本
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
生
前

に
修
め
た
善
悪
の
行
為
に
応
じ
て
六
道
の
中
で
の
次
生
が
決
せ
ら
れ

る
と
い
う
意
味
で
の
中
陰
思
想
は
想
定
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
と
結
論

づ
け
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
全
国
の
浄
土
宗
寺
院
に

お
い
て
、
初
七
日
、
五
七
日
、
七
七
日
等
を
は
じ
め
と
す
る
、
い
わ

ゆ
る
中
陰
法
要
が
広
く
勤
め
ら
れ
て
い
る
現
状
の
中
で
、
冒
頭
の
よ

う
な
疑
問
が
お
こ
る
の
も
至
極
当
然
と
言
え
よ
う
。
す
で
に
多
く
の

先
学
が
、
浄
土
宗
に
お
け
る
中
陰
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、

整
理
を
施
さ
れ
て
い
る（
１
）。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
先
学
の
論
考
に
導
か
れ
つ
つ
、
イ
ン
ド
に
お

け
る
中
陰
思
想
の
源
流
や
中
国
に
お
け
る
仏
教
教
理
史
上
の
中
陰
思

想
の
展
開
を
論
ず
る
と
い
う
よ
り
も
、
法
然
上
人
（
以
下
、
祖
師
の

尊
称
を
略
す
）
と
そ
の
門
下
達
が
受
け
と
め
て
お
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

中
陰
の
理
解
を
探
り
、
冒
頭
の
よ
う
な
問
い
か
け
に
対
し
浄
土
宗
僧

侶
が
い
か
に
回
答
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
比
重
を
お
い
て
考
察
を
巡

ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
法
然
自
身
や
そ
の
周
辺

に
お
い
て
、
中
陰
思
想
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
解
説
は
ほ
と
ん
ど
な
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く
、
中
陰
も
し
く
は
七
七
日
の
法
要
と
い
う
直
接
的
な
言
及
が
あ
る

に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
法
然
教
学
の
全
体
的
構
造
を

念
頭
に
お
い
た
上
で
、
中
陰
も
し
く
は
七
七
日
の
法
要
を
い
か
に
捉

え
る
べ
き
か
と
い
う
推
定
に
よ
る
考
察
が
多
く
な
る
点
を
予
め
お
断

り
し
て
お
き
た
い
。

二
、�

法
然
上
人
御
遺
文
お
よ
び
法
然
上
人
諸
伝
に
お
け

る
「
中
陰
」
の
説
示
を
め
ぐ
っ
て

１
、『
没
後
起
請
文
』
に
お
け
る
「
中
陰
」
の
説
示
に
つ
い
て

　

そ
こ
で
ま
ず
法
然
遺
文
や
法
然
諸
伝
の
中
に
中
陰
と
い
う
用
語
を

求
め
、
法
然
な
い
し
そ
の
周
辺
の
者
達
が
中
陰
を
い
か
に
捉
え
て
い

た
か
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
ま
ず
は
法
然
遺
文
の
中
、
建
久
九
年

に
し
た
た
め
た
『
没
後
起
請
文
』「
一
、
葬
家
追
善
ノ
事
」
中
に

「
中
陰
」
の
語
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

没
後
、
豈
ニ
寧
ロ
報
恩
追
修
ノ
為
ニ
、
自
余
ノ
修
善
ヲ
雑
ヘ
ン

ヤ
。
但
シ
、
念
仏
ノ
行
ニ
於
テ
ハ
、
尚
用
心
ヲ
有
ル
可
シ
。
或

ハ
眼
閉
テ
ノ
後
、
一
晝
夜
即
時
自
リ
之
ヲ
始
メ
、
或
ハ
氣
絶
テ

ノ
後
、
七
晝
夜
即
日
自
リ
之
ヲ
始
メ
、
誠
ヲ
標
シ
、
誠
ヲ
至
シ

テ
、
各
々
念
仏
ス
可
シ
、
中
陰
ノ
間
、
不
断
ニ
念
仏
ス
レ
バ
、

動
モ
ス
レ
バ
、
懈
惓
ノ
咎
ヲ
生
ジ
、
還
テ
勇
進
ノ
行
ヲ
闕
セ
ン
。

凡
ソ
没
後
ノ
次
第
、
皆
、
真
実
ヲ
用
ヒ
テ
、
心
ニ
虚
假
ノ
行
ヲ

棄
ツ
可
シ
、
志
有
ラ
ン
倫
、
遺
言
ニ
乖
ク
コ
ト
勿
レ
。　
（
昭
法

全
七
八
三
）

　

こ
こ
で
法
然
は
、
遺
弟
や
同
法
の
者
に
対
し
て
、
わ
が
命
終
の
後
、

一
日
一
夜
あ
る
い
は
七
日
七
夜
に
わ
た
っ
て
、
誠
の
心
を
発
し
て
念

仏
を
お
修
め
下
さ
い
。
と
は
い
え
、「
中
陰
」
の
間
、
不
断
念
仏
を

修
め
よ
う
と
す
る
と
、
や
や
も
す
れ
ば
懈
怠
の
咎
を
生
じ
、
念
仏
を

損
ず
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
真
実
の
思
い
を
運
び
、
虚
仮

を
抱
か
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
、
と
言
い
遺
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
「
一
昼
夜
」
あ
る
い
は
「
七
昼
夜
」
等
と
日
時
を
明
示
し
た

上
で
、
自
身
の
「
中
陰
ノ
間
」
と
説
示
さ
れ
て
い
る
。

２
、
法
然
上
人
諸
伝
に
み
ら
れ
る
「
中
陰
」
の
説
示
に
つ
い
て

　

次
に
法
然
諸
伝
に
み
ら
れ
る
中
陰
の
用
例
に
つ
い
て
一
瞥
し
た
い
。

法
然
諸
伝
に
お
い
て
中
陰
の
語
は
散
見
さ
れ
る
が
、
法
然
滅
後
、
世

間
の
儀
礼
に
し
た
が
っ
た
中
陰
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
ま
ず
は
『
四
巻
伝
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

然
後
、
門
弟
等
、
世
の
傍
例
に
ま
か
せ
て
、
遺
骨
を
お
さ
め
、

中
隠
を
を
く
る
。
初
七
日
。
御
導
師
、
信
蓮
房
。
不
動
尊
（
中

略
）
二
七
日
。
普
賢
菩
薩
（
中
略
）
三
七
日
。
御
導
師
、
住
信

房
。
弥
勒
菩
薩
（
中
略
）
四
七
日
。
御
導
師
、
法
蓮
房
。
正
観
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音
（
中
略
）
五
七
日
。
御
導
師
、
権
律
師
隆
寬
。
地
蔵
菩
薩

（
中
略
）
六
七
日
。
御
導
師
、
法
印
大
僧
都
聖
覚
。
釈
迦
如
来

（
中
略
）
七
七
日
。
御
導
師
、
三
井
僧
正
公
胤
（
中
略
）
其
罪

障
懺
悔
の
た
め
に
、
中
隠
の
唱
道
を
…
（
浄
全
一
七
・
七
六
・

b
～
七
八
・
b
）

　

こ
の
よ
う
に
法
然
滅
後
、「
世
の
傍
例
に
ま
か
せ
て
」
初
七
日
か

ら
七
七
日
ま
で
信
蓮
房
等
を
導
師
と
し
、
不
動
尊
等
を
本
尊
と
し
て

「
中
隠
（
中
陰
）」
の
法
要
を
修
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
『
琳
阿
本
』
に
も
「
世
間
の
風
俗
に
ま
か
せ
て
」
七
日
七
日
の

「
仏
事
」
が
「
中
陰
の
孝
行
」
と
し
て
営
ま
れ
、『
古
徳
伝
』
に
も

「
中
陰
の
勤
行
」
が
修
さ
れ
、『
九
巻
伝
』
に
も
「
中
陰
を
い
と
な
み

け
り
」
と
あ
る
。

　

ま
た
『
四
十
八
巻
伝
』
三
九
に
は
、
法
然
滅
後
「
世
間
の
風
儀
に

順
じ
て
」「
七
日
七
日
の
仏
事
」
が
修
め
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
は
「
中
陰
」
と
い
う
記
述
は
見
ら
れ
ず
、
い
わ
ゆ
る
中

陰
思
想
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
た
意
図
が
推
測
で
き
る
。
と
は
い
え

『
四
十
八
巻
伝
』
に
も
、
慈
円
僧
正
譚
（
巻
一
五
）、
堀
川
太
郎
入
道

譚
（
巻
三
八
）、
園
城
寺
公
胤
譚
（
巻
四
〇
）
に
法
然
没
後
の
法
要

を
そ
れ
ぞ
れ
「
中
陰
」
と
表
記
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

以
上
、
法
然
諸
伝
を
管
見
し
た
が
、
法
然
没
後
の
七
七
日
の
法
要

を
広
く
「
中
陰
」
と
表
現
し
、
門
弟
達
が
厳
粛
に
勤
め
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
然
の
弟
子
達
が
、
師
の
浄
土
往
生
に
つ

い
て
寸
毫
も
疑
い
を
抱
い
て
い
た
は
ず
は
な
く
、
そ
の
思
い
は
六
道

輪
廻
を
前
提
と
し
た
「
中
陰
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
世
の
傍

例
に
ま
か
せ
て
」、「
世
間
の
風
俗
に
ま
か
せ
て
」
勤
修
さ
れ
た
「
七

日
七
日
の
仏
事
」
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
即
ち
『
没

後
起
請
文
』
に
お
い
て
法
然
自
身
が
示
さ
れ
た
「
中
陰
」
の
法
要
で

あ
り
つ
つ
も
、
そ
の
趣
旨
は
「
知
恩
・
報
恩
」
の
た
め
で
あ
っ
た
と

指
摘
で
き
よ
う
。

三
、�「
浄
土
三
部
経
」
に
説
か
れ
る
「
即
得
往
生
」
と

「
七
七
日
」
を
通
じ
て

１
、「
即
得
往
生
」
に
つ
い
て

　

先
述
し
た
よ
う
に
六
道
輪
廻
を
前
提
と
し
た
中
陰
思
想
は
、
勝
過

三
界
道
と
し
て
の
極
楽
浄
土
を
説
く
「
浄
土
三
部
経
」
の
世
界
観
と

相
容
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
も
そ
も
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
受
け
、
蓮

台
に
乗
じ
て
極
楽
に
引
接
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
が
四
十
九
日
間
ず
つ

か
か
っ
て
い
た
の
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
活
動
も
ま
ま
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
浄
土
往
生
ま
で
の
時
間
は
「
浄
土
三
部
経
」
を
通
じ

て
、
す
べ
て
「
即
得
往
生
」
と
説
示
さ
れ
、
法
然
も
ま
た
『
選
択
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集
』
第
三
・
一
二
・
一
三
章
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
説
示
を
引
用
し

て
い
る
。
良
忠
も
『
往
生
礼
讃
私
記
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

今
言
ク
、
穢
土
ノ
受
生
ハ
自
業
ノ
引
生
ナ
ル
ガ
故
ニ
往
来
ノ
伝

識
、
中
有
ヲ
歴
ル
。
往
生
淨
土
ハ
臨
終
ノ
一
念
ニ
無
竆
ノ
生
死

ヲ
促
テ
最
後
ノ
刹
那
ニ
宝
蓮
台
ニ
託
ス
ル
時
、
紫
金
身
ト
成
レ

リ
。
其
ノ
形
ヲ
改
メ
ズ
、
淨
土
ニ
至
ル
可
シ
。
何
ゾ
中
生
二
有

ノ
間
隔
有
ン
。
故
ニ
観
経
ニ
中
上
品
ヲ
説
テ
云
ク
、
行
者
見
已

テ
心
大
ニ
歓
喜
シ
、
自
ラ
己
身
ヲ
見
レ
バ
蓮
華
台
ニ
坐
シ
、
長

跪
合
掌
シ
テ
仏
ノ
為
ニ
礼
ヲ
作
ス
。
未
ダ
頭
ヲ
挙
ゲ
ザ
ル
頃
ニ

即
チ
往
生
ヲ
得
ト
。
般
舟
讃
ニ
云
ク
、
仏
光
明
ヲ
放
テ
身
頂
ヲ

照
タ
マ
フ
、
行
者
自
ラ
見
レ
バ
華
台
ニ
上
ル
。
頭
ヲ
低
レ
仏
ヲ

礼
ス
ル
コ
ト
ハ
此
国
ニ
在
リ
。
頭
ヲ
挙
ゲ
已
テ
弥
陀
界
ニ
入
ル
。

　
（
浄
全
四
・
三
七
八
・
a
）

　

即
ち
、
穢
土
に
お
け
る
受
生
は
、
自
身
の
業
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
の
で
行
き
交
う
識
が
中
有
（
中
陰
）
を
経
る
の
だ
が
、
浄
土
往

生
は
臨
終
の
一
念
に
無
限
の
生
死
を
つ
づ
め
て
、
最
期
の
一
刹
那
に

蓮
台
に
託
さ
れ
た
時
、
そ
の
ま
ま
紫
金
色
の
身
と
な
っ
て
浄
土
往
生

を
遂
げ
る
の
で
あ
り
、
中
有
・
生
有
の
間
隔
は
な
い
と
し
、
来
迎
さ

れ
た
阿
弥
陀
仏
を
仰
ぎ
見
て
歓
喜
し
た
と
同
時
に
蓮
台
に
座
す
と
述

べ
、『
観
経
』
中
品
上
生
等
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
を
礼
拝
し
て
頭

を
上
げ
た
瞬
間
に
は
既
に
極
楽
浄
土
に
往
生
し
て
い
る
と
い
う
説
示

を
典
拠
と
し
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
良
忠
の
説
示
の
よ
う
に

浄
土
宗
に
お
け
る
浄
土
往
生
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
無
生
之
生
」「
見

生
而
無
生
」
と
し
て
の
「
即
得
往
生
」
な
の
で
あ
る
。

２
、
七
七
日
の
法
要
に
つ
い
て

　

次
に
浄
土
宗
僧
侶
が
勤
め
る
七
七
日
等
の
法
要
に
つ
い
て
は
い
か

に
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
浄
土
宗
に
お

い
て
は
即
得
往
生
が
大
前
提
と
な
る
。
と
は
い
え
、
広
く
営
ま
れ
て

き
た
仏
事
を
継
承
し
、
本
願
念
仏
の
教
え
を
広
め
る
契
機
と
し
て
捉

え
な
い
の
は
ま
こ
と
に
も
っ
た
い
な
い
。
そ
う
し
た
七
七
日
等
の
法

要
に
つ
い
て
は
、『
観
経
』
九
品
に
お
け
る
往
生
人
が
宿
る
蓮
華
が

開
く
ま
で
の
遅
悉
を
め
ぐ
る
一
連
の
説
示
に
基
づ
い
て
説
明
を
施
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

即
ち
上
品
上
生
の
往
生
人
は
「
生
じ
お
わ
っ
て
」
華
が
開
き
、
上

品
中
生
は
「
宿
を
経
て
す
な
わ
ち
開
く
」、
上
品
下
生
は
「
一
日
一

夜
に
し
て
蓮
華
す
な
わ
ち
開
く
」
と
あ
る
。
中
品
上
生
に
は
「
蓮
華

す
な
わ
ち
開
く
」
と
記
載
が
あ
る
の
み
で
そ
の
期
間
は
知
り
得
な
い

が
、
上
品
下
生
と
次
の
中
品
中
生
と
の
中
間
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
中

品
中
生
は
「
七
日
を
経
て
、
蓮
華
す
な
わ
ち
敷
く
」、
中
品
下
生
も
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「
生
じ
て
七
日
を
経
て
」
と
あ
り
共
に
七
日
間
の
よ
う
で
あ
る
。
そ

し
て
下
品
上
生
は
「
七
七
日
を
経
て
、
蓮
華
す
な
わ
ち
敷
く
」
と
あ

り
四
十
九
日
間
か
か
る
。
そ
し
て
、
下
品
中
生
に
な
る
と
「
六
劫
を

経
て
、
蓮
華
す
な
わ
ち
敷
く
」
と
あ
り
、
下
品
下
生
は
「
十
二
大
劫

を
満
じ
て
、
蓮
華
ま
さ
に
開
く
」
と
あ
り
一
気
に
時
間
が
長
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
即
得
往
生
し
つ
つ
も
、
託
胎
し
た
華
が
開
く
ま
で
の
時

間
は
往
生
人
に
よ
っ
て
長
短
が
あ
り
、
そ
の
中
、
中
品
中
生
・
中
品

下
生
の
往
生
人
は
七
日
間
、
下
品
上
生
の
往
生
人
は
四
十
九
日
間
、

そ
れ
ぞ
れ
蓮
の
蕾
の
中
に
留
ま
っ
た
後
、
そ
の
花
が
開
き
、
い
よ
い

よ
阿
弥
陀
仏
に
相
見
え
、
還
相
回
向
も
含
め
た
成
仏
に
向
け
た
行
が

始
め
ら
れ
る
と
説
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
七
七
日

等
の
法
要
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
九
品
の
説
示
を
拠
り
所
と
し
て
、

亡
き
方
が
い
よ
い
よ
救
済
活
動
を
始
め
る
ま
で
の
大
切
な
準
備
期
間

と
し
て
取
り
次
ぐ
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

３
、
念
仏
回
向
と
七
七
日
の
法
要
に
つ
い
て

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
言
及
は
、
自
身
で
念
仏
相
続
し
た
者
を

原
則
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
前
に
念
仏
信
仰
に
触
れ
る
機

会
が
な
か
っ
た
方
や
悪
業
を
重
ね
て
き
た
方
に
向
け
た
七
七
日
等
の

法
要
は
い
か
に
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
下
品
上
生
ま
で
の

往
生
人
は
四
十
九
日
を
経
れ
ば
蓮
華
が
開
く
が
、
下
品
中
生
の
往
生

人
は
六
劫
を
、
下
品
下
生
の
往
生
人
は
十
二
大
劫
を
経
な
け
れ
ば
蓮

華
が
開
く
こ
と
な
く
永
い
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
い
っ

た
点
を
い
か
に
捉
え
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、『
観
経
』
下
品
三
生
は
生
前
に
犯
し
て
き
た
悪
業
に
応
じ

て
、
上
生
は
「
五
十
億
劫
生
死
の
罪
を
除
く
」、
中
生
・
下
生
は
共

に
「
八
十
億
劫
生
死
の
罪
を
除
く
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
称
名

念
仏
に
よ
る
浄
土
往
生
が
説
示
さ
れ
て
い
る
下
品
上
生
・
下
生
に
お

け
る
念
仏
に
よ
る
滅
罪
に
つ
い
て
法
然
は
『
正
如
房
へ
つ
か
は
す
御

文
』
の
中
で
、
縁
起
説
を
踏
ま
え
、
輪
廻
を
経
巡
り
続
け
て
き
た
間

に
犯
し
た
罪
業
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
先
、
五
十
億
劫
、
八
十
億
劫

の
間
、
輪
廻
を
「
め
ぐ
る
べ
き
」（
昭
法
全
五
四
二
）
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
、
阿
弥
陀
仏
は
そ
う
し
た
罪
業
の
報
い
を
働
か
な
く
し
て
下
さ

る
、
と
念
仏
に
よ
る
滅
罪
の
広
大
な
功
徳
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、
外
記
禅
門
に
対
し
て
修
さ
れ
た
『
逆
修
説
法
』
が
、
七
日

毎
の
説
法
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も

な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、『
逆
修
説
法
』
中
の
次
の
説
示
の
よ

う
に
、
中
陰
を
説
く
『
随
願
往
生
十
方
浄
土
経
』
の
所
説
に
基
づ
い

て
逆
修
法
会
が
修
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

此
逆
修
ノ
五
十
ケ
日
ガ
間
供
仏
施
僧
ノ
営
ミ
、
併
ラ
寿
命
長
遠
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ノ
業
ナ
リ
。
假
ヒ
其
業
因
ヲ
修
セ
ザ
レ
ド
モ
、
彼
国
ニ
生
ズ
ル

コ
ト
ヲ
得
レ
バ
、
但
仏
ノ
願
力
ニ
依
テ
無
量
寿
ヲ
備
フ
。
何
況

ヤ
如
レ
此
重
テ
業
因
ヲ
修
シ
テ
在
サ
ン
ヲ
ヤ
。
然
者
則
チ
既
ニ

四
十
八
灯
ヲ
カ
カ
グ
、
又
四
十
八
種
ヲ
備
フ
。
自
然
長
久
ノ
命

ノ
上
ニ
重
テ
無
量
ノ
寿
ヲ
ソ
ナ
ヘ
、
任
運
生
得
ノ
光
ノ
上
ニ
、

尚
最
勝
ヲ
マ
サ
ン
ト
也
。（
昭
法
全
一
九
六
〔
無
縁
集
〕）

　

こ
の
よ
う
に
初
七
日
か
ら
七
七
日
に
至
る
法
会
に
お
い
て
、
五
十

日
間
に
わ
た
っ
て
灯
明
を
掲
げ
、
供
仏
施
僧
の
営
み
を
勤
め
る
逆
修

法
会
の
期
間
や
設
え
は
、
形
式
的
に
は
中
陰
の
期
間
や
そ
れ
を
説
く

経
典
の
説
示
に
準
じ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
法
然
は
そ
の
内
容
を
こ

と
ご
と
く
「
浄
土
三
部
経
」
と
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
に
置
き
換
え
、
現

世
で
の
寿
命
長
遠
に
加
え
て
、
浄
土
往
生
を
遂
げ
た
暁
に
は
、
彼
の

土
で
の
無
量
寿
が
約
束
さ
れ
る
と
そ
の
功
徳
の
甚
大
な
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
法
然
は
『
往
生
浄
土
用
心
』
に
お
い
て
、

逆
修
法
会
の
勧
め
と
共
に
念
仏
回
向
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。

一
、
七
分
全
得
の
事
、
仰
の
ま
ま
に
申
げ
に
候
。
さ
て
こ
そ
逆

修
は
す
る
事
に
て
候
え
。
さ
候
え
ば
、
の
ち
の
世
を
と
ぶ
ら
い

ぬ
べ
き
人
候
わ
ん
も
、
そ
れ
を
た
の
ま
ず
し
て
、
わ
れ
と
は
げ

み
て
念
仏
申
し
て
、
い
そ
ぎ
極
楽
へ
ま
い
り
て
、
五
通
三
明
を

さ
と
り
て
、
六
道
四
生
の
衆
生
を
利
益
し
、
父
母
師
長
の
生
所

を
た
づ
ね
て
、
心
の
ま
ま
に
迎
え
と
ら
ん
と
思
う
べ
き
に
て
候

な
り
。
又
、
當
時
日
ご
と
の
御
念
仏
を
も
、
か
つ
か
つ
廻
向
し

ま
い
ら
せ
ら
れ
候
べ
し
。
な
き
人
の
た
め
に
念
仏
を
廻
向
し
候

え
ば
、
阿
弥
陀
ほ
と
け
ひ
か
り
を
は
な
ち
て
、
地
獄
餓
鬼
畜
生

を
て
ら
し
給
い
候
え
ば
、
こ
の
三
悪
道
に
し
づ
み
て
苦
を
受
く

る
者
、
そ
の
く
る
し
み
や
す
ま
り
て
、
い
の
ち
終
り
て
の
ち
、

解
脱
す
べ
き
に
て
候
。（
昭
法
全
五
六
〇
～
五
六
一
）

　

こ
こ
で
法
然
は
、
本
来
な
ら
ば
縁
者
亡
き
後
に
修
め
る
仏
事
の
功

徳
を
生
前
に
自
身
で
修
め
る
こ
と
（
逆
修
）
で
そ
の
功
徳
を
す
べ
て

自
己
の
も
の
と
で
き
る
（
七
分
全
得
）
逆
修
法
会
を
勧
め
つ
つ
、
自

身
で
念
仏
に
励
ん
で
速
や
か
に
浄
土
往
生
を
遂
げ
、
衆
生
救
済
の
還

相
回
向
を
期
す
べ
き
こ
と
や
、
先
立
た
れ
た
方
々
が
速
や
か
に
浄
土

往
生
を
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
に
常
日
頃
か
ら
念
仏
回
向
に
努
め
る
べ
き

こ
と
を
説
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
然
は
、
中
陰
を
前
提
と

し
て
修
め
ら
れ
て
い
た
逆
修
法
会
を
広
く
自
他
の
浄
土
往
生
を
目
指

し
、
あ
る
い
は
、
本
願
念
仏
を
回
向
す
る
場
と
し
て
捉
え
直
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
し
た
法
然
の
姿
勢
は
正
に
大
谷
旭
雄
氏
が

指
摘
さ
れ
た
「
逆
修
の
浄
土
教
的
展
開
」（
２
）で

あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

法
然
の
姿
勢
は
裏
を
返
せ
ば
通
常
の
七
日
毎
の
法
要
に
つ
い
て
も
そ

の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
正
に
「
中
陰
の
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浄
土
教
的
展
開
」
と
も
指
摘
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
『
四
十
八
巻
伝
』
三
〇
に
は
、
法
然
も
ま
た
妙
覚
寺
浄
心
房

の
「
四
十
九
日
の
仏
事
」（
聖
典
六
・
四
七
一
）
の
唱
導
を
勤
め
ら

れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
法
然
自
身
は
登
場
し
な
い

も
の
の
、『
同
』
二
五
に
は
、
弥
次
郎
入
道
に
向
け
た
僧
蓮
台
房
に

よ
る
「
四
十
九
日
の
間
」（
聖
典
六
・
三
八
三
）
の
念
仏
回
向
の
功

徳
と
し
て
次
の
よ
う
な
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
武
蔵
の

国
那
珂
郡
の
住
人
弥
次
郎
は
、
法
然
の
教
誡
を
受
け
て
一
向
専
修
の

念
仏
行
者
と
な
り
、
常
に
西
に
向
か
っ
て
念
仏
を
称
え
て
い
た
。
あ

る
年
の
八
月
、
近
隣
の
僧
蓮
台
房
が
、
病
気
の
弥
次
郎
を
見
舞
っ
た

と
こ
ろ
、
弥
次
郎
は
夢
告
に
し
た
が
っ
て
九
月
三
日
に
往
生
す
る
こ

と
を
蓮
台
房
に
伝
え
た
。
そ
の
当
日
、
蓮
台
房
が
弥
次
郎
を
訪
ね
る

と
弥
次
郎
は
蓮
台
房
に
四
十
九
日
の
念
仏
回
向
を
依
頼
し
、
法
然
よ

り
賜
っ
た
手
紙
等
を
蓮
台
房
に
授
け
る
と
合
掌
念
仏
し
て
浄
土
往
生

を
遂
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
四
十
九
日
目
の
夜
、
蓮
台
房
の
夢
中
で

池
中
の
蓮
華
が
開
く
と
、
そ
こ
に
墨
染
め
の
衣
を
着
た
弥
次
郎
が
座

し
て
お
り
、
蓮
華
か
ら
降
り
た
弥
次
郎
は
「
私
は
極
楽
の
下
品
下
生

に
往
生
し
た
が
、
た
っ
た
今
上
品
に
進
む
こ
と
が
で
き
た
」
と
蓮
台

房
に
告
げ
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
逸
話
の
内
容
を
整
理
す
る
と
、
日

頃
の
念
仏
の
功
徳
に
よ
っ
て
弥
次
郎
は
、
下
品
下
生
へ
の
往
生
を
遂

げ
る
一
方
、
同
朋
の
蓮
台
房
は
こ
の
娑
婆
か
ら
弥
次
郎
に
向
け
て
四

十
九
日
の
間
、
念
仏
回
向
を
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
下
品
に
往
生
し

て
い
た
弥
次
郎
だ
が
、
速
や
か
に
上
品
に
進
む
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
経
典
等
と
の
内
容
を
厳
密
に
照
合
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
こ
の
逸
話
は
、
法
然
が
『
往
生
浄
土
用
心
』
の
中
で
念
仏
回

向
の
功
徳
に
つ
い
て
説
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
先
に
浄
土
往
生
を

遂
げ
た
者
が
本
来
は
も
っ
と
長
期
に
わ
た
り
蓮
華
に
留
ま
る
べ
き
だ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
娑
婆
に
遺
さ
れ
た
者
に
よ
る
念
仏
回
向
の

功
徳
に
よ
っ
て
、
そ
の
品
位
を
進
め
て
蓮
華
が
早
く
開
き
、
速
や
か

に
成
仏
に
向
け
た
行
が
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
解
釈
で
き
よ

う
。

　

こ
の
よ
う
に
『
観
経
』
の
説
示
だ
け
で
は
、
四
十
九
日
の
内
に
す

べ
て
の
往
生
人
が
宿
る
浄
土
で
の
蓮
の
花
が
開
き
、
成
仏
に
向
け
た

行
が
始
ま
る
と
は
伝
え
き
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、『
正
如
房
へ
つ
か

は
す
御
文
』
に
お
け
る
念
仏
に
よ
る
滅
罪
の
説
示
、
あ
る
い
は
、

『
逆
修
説
法
』
や
『
往
生
浄
土
用
心
』
に
お
け
る
七
七
日
等
の
法
要

実
践
や
亡
き
方
へ
の
念
仏
回
向
の
説
示
、
そ
し
て
、『
四
十
八
巻
伝
』

に
お
け
る
法
然
自
身
の
「
四
十
九
日
の
仏
事
」
の
唱
導
、
さ
ら
に
は
、

蓮
台
房
と
弥
次
郎
入
道
を
め
ぐ
る
念
仏
回
向
に
よ
る
下
品
下
生
か
ら

上
品
へ
の
往
生
階
位
増
進
の
逸
話
等
を
総
合
的
・
立
体
的
に
判
断
し
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て
、
娑
婆
に
遺
っ
た
者
達
が
先
立
た
れ
た
方
に
向
け
て
修
め
る
七
七

日
の
念
仏
回
向
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
方
々
の
浄
土
で
の
蓮
華
が
開

き
、
成
仏
に
向
け
た
行
が
始
め
ら
れ
る
と
の
推
定
が
可
能
と
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、�

お
わ
り
に
―
浄
土
宗
に
お
け
る
中
陰
の
伝
え
方
―

　

以
上
、
法
然
に
お
け
る
中
陰
や
七
七
日
等
の
法
要
の
捉
え
方
に
つ

い
て
推
定
を
重
ね
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
て
き
た
。
そ
こ
で
冒
頭
に
提
示

し
た
二
つ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
回
答
を
示
し
て
擱
筆
し
た
い
。

　

ま
ず
「
浄
土
宗
に
中
陰
が
な
い
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
」
と

い
う
問
い
に
対
し
て
は
、「
一
般
的
に
は
中
陰
と
い
っ
て
…
」
等
と

説
明
し
た
上
で
、「
し
か
し
浄
土
宗
で
は
…
」
と
阿
弥
陀
仏
の
大
慈

悲
の
発
現
で
あ
る
本
願
力
に
基
づ
く
「
即
得
往
生
」
に
つ
い
て
取
り

次
ぎ
を
す
る
こ
と
が
基
本
と
な
ろ
う
。『
没
後
起
請
文
』
の
中
で
法

然
が
「
中
陰
ノ
間
、
不
断
ニ
念
仏
ス
」
と
弟
子
達
に
示
さ
れ
て
い
る

の
は
、
ま
さ
に
弟
子
達
に
「
自
行
・
化
他
」
の
思
い
を
絶
や
さ
ず
、

各
自
が
念
仏
相
続
に
励
む
こ
と
を
促
し
て
お
ら
れ
、
本
来
の
「
中

陰
」
の
理
解
を
換
骨
奪
胎
し
た
上
で
浄
土
教
的
に
転
用
し
て
い
た
と

推
察
で
き
る
。

　

ま
た
「
浄
土
宗
で
の
四
十
九
日
の
法
要
の
捉
え
方
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
た
問
い
に
対
し
て
は
、
先
立
た
れ
た
方
へ
の

報
恩
感
謝
と
自
身
の
念
仏
往
生
を
期
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、『
観
経
』

中
品
中
生
・
中
品
下
生
の
七
日
間
、
下
品
上
生
の
四
十
九
日
間
等
の

華
開
の
遅
悉
の
説
示
を
巧
み
に
援
用
し
て
、
遺
さ
れ
た
者
達
に
よ
る

念
仏
回
向
に
よ
っ
て
、
下
品
か
ら
中
品
、
中
品
か
ら
上
品
へ
と
往
生

人
の
階
位
を
増
進
し
て
い
た
だ
く
、
そ
れ
は
即
ち
、
成
仏
に
向
け
た

行
や
還
相
回
向
が
一
日
で
も
早
く
実
践
で
き
る
よ
う
に
促
す
も
の
と

な
っ
て
い
る
、
と
伝
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
１
）
椎
尾
弁
匡
氏
「
中
陰
な
き
浄
土
教
」（『
共
生
』
一
九
、
一
九

六
〇
年
一
〇
月
号
）、
香
川
孝
雄
氏
「
中
陰
と
浄
土
宗
」（『
仏

教
論
叢
』
二
二
、
一
九
七
八
年
）、
丸
山
博
正
氏
「
浄
土
宗
と

中
陰
」（
浄
土
宗
東
京
教
区
青
年
会
編
『
死
の
儀
礼　

臨
終
か

ら
中
陰
を
問
う
』
一
九
九
七
年
）、
金
子
寛
哉
氏
「
第
十
章　

中
有
説
」（『『
釈
浄
土
群
疑
論
』
の
研
究
』
二
〇
〇
六
年
）、
村

上
真
瑞
氏
「
第
七
章　
『
釈
浄
土
群
義
論
』
に
説
か
れ
る
中
有

思
想
」（『
釈
浄
土
群
疑
論
の
研
究
』
二
〇
〇
八
年
）、
熊
井
康

雄
氏
「
追
善
法
要
の
浄
土
宗
と
し
て
の
理
解
」（『
浄
土
宗
の
葬

儀
と
年
回
法
要
に
つ
い
て
』
浄
土
宗
、
二
〇
一
〇
年
）、
拙
稿

「
浄
土
宗
に
お
け
る
四
十
九
日
の
説
き
方
」（『
法
然
上
人
八
〇
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〇
年
大
遠
忌
記
念　

い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
の
布
教
Q
＆
A

―
林
田
康
順
先
生
講
演
録
―
』
浄
土
宗
千
葉
教
区
・
浄
土
宗
千

葉
教
区
布
教
師
会
、
二
〇
一
一
年
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
大
谷
旭
雄
氏
「
法
然
上
人
に
お
け
る
逆
修
に
つ
い
て
」『
法
然

浄
土
教
の
周
縁　

坤
』
四
七
二
頁
。
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法
然
上
人
の
「
樵
・
草
刈
・
菜
摘
・
水
汲
」
の
御
法
語
に
つ
い
て

宮　

澤　

正　

順

一

　

こ
こ
に
問
題
と
す
る
御
法
語
は
、
数
あ
る
法
然
上
人
の
伝
記
の
中

で
は
、『
四
十
八
巻
伝
』
と
『
九
巻
伝
』
に
の
み
、

弥
陀
如
来
の
本
願
の
名
号
ハ
、
木
こ
り
草
か
り
な
つ
み
水
く
む

類
ご
と
き
の
も
の
の
、
内
外
共
に
か
け
て
一
文
不
通
な
る
が
、

唱
ふ
れ
ば
必
ず
生
る
と
信
じ
て
真
実
に
ね
が
ひ
て
、
常
に
念
仏

申
を
最
上
の
機
と
す
。（
勅
伝
・
第
二
一
巻
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
四
十
八
巻
伝
』（
第
二
一
巻
）
と

『
九
巻
伝
』（
巻
第
三
下
）
の
表
現
を
合
し
て
判
り
易
く
書
き
示
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
両
書
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
共
通
し
て
い
る（
１
）。

　

法
然
上
人
の
当
面
の
御
法
語
は
、
右
の
伝
記
の
外
で
は
信
空
に
言

及
し
て
い
る
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
第
十
五
（『
和
語
灯
録
』
巻
五
）

に
見
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
こ
の
御
法
語
が
、

　
　

以
上
信
空
上
人
の
伝
記
な
り
。
進
行
集
よ
り
い
で
た
り
。

と
記
さ
れ
て
い
る（
２
）。『

進
行
集
』
と
は
、
法
蓮
房
信
空
の
弟
子
と
い

わ
れ
る
敬
西
房
信
瑞
（
？
―
一
二
七
九
）
の
『
明
義
進
行
集
』
三
巻

を
指
す
が
、
今
日
そ
の
書
は
巻
二
と
巻
三
の
み
で
あ
り
、
当
面
の
法

語
は
見
出
せ
な
い
。
故
に
こ
の
法
語
は
今
は
失
わ
れ
て
い
る
第
一
巻

に
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る（
３
）。

　

次
に
当
面
の
御
法
語
に
は
、
円
智
（
生
卒
年
不
詳
）
と
義
山
（
一

六
四
八
―
一
七
一
七
）
の
『
円
光
大
師
行
状
画
図
翼
賛
』（
以
下

『
翼
賛
』）
で
は
、
次
の
よ
う
な
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

木
コ
リ
草
カ
リ
菜
ツ
ミ
水
ク
ム
タ
ク
ヒ
コ
ト
キ
モ
ノ
ト
ハ
拾
遺

集
ニ
大
僧
正
行
基
法
花
経
ヲ
我
エ
シ
コ
ト
ハ
タ
キ
ヽ
コ
リ
ナ
ツ

ミ
水
汲
ツ
カ
ヘ
テ
ソ
エ
シ
法
華
経
ニ
苦
行
ノ
相
ヲ
説
テ
卑
賤
ノ

者
ノ
ス
ル
ワ
サ
ヲ
イ
ヘ
リ
提
婆

品

又
源
氏
ニ
モ
見
エ
タ
リ

と
い
う
も
の
で
あ
る（
４
）。
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こ
の
法
語
に
関
す
る
見
解
で
、
公
開
さ
れ
た
最
近
の
も
の
と
し
て

は
、

木
こ
り
、
草
刈
り
、
菜
摘
み
、
水
汲
む　

こ
の
句
は
定
型
句
と

見
ら
れ
る
。『
三
宝
絵　

平
安
時
代
仏
教
説
話
集
』
…
…
に

「『
法
華
経
』
を
我
が
え
し
こ
と
は
、
た
き
ぎ
こ
り　

な
つ
み　

水
く
み　

つ
か
へ
て
ぞ
え
し
」
と
あ
る
。

と
い
う
説
明
も
あ
る（
５
）。

二

　

本
章
以
下
に
お
い
て
、
今
日
ま
で
の
当
面
の
御
法
語
に
関
す
る
見

解
に
補
足
を
加
え
つ
つ
、
卑
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
『
翼
賛
』
の
「
法
華
経
ニ
苦
行
ノ
相
ヲ
説
テ
卑
賤
ノ
者
ノ
ス

ル
ワ
サ
ヲ
イ
ヘ
リ
提
波

品

」
の
説
で
あ
る
。
こ
の
文
か
ら
は
、
卑
賤
の

者
の
「
ス
ル
ワ
サ
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
ひ
た
す
ら
『
法

華
経
』
に
出
合
お
う
と
す
る
熱
烈
な
求
道
者
の
熱
い
信
仰
心
を
、

「
苦
行
ノ
相
ヲ
説
テ
」
と
い
う
一
句
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
提
波
達
多
品
は
、
一
千
年
も
の
間
、
阿
私
仙
人
に
木
の
実
草
の

実
を
採
り
薪
を
拾
っ
て
食
事
の
世
話
を
し
、
夜
は
身
を
ベ
ッ
ド
の
支

え
に
し
て
ま
で
仕
え
る
求
道
者
の
喜
び
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
源
氏
ニ
モ
見
エ
タ
リ
」
に
つ
い
て
は
、
賢
木
の
巻
で
、

今
日
の
講
師
は
、
心
こ
と
に
え
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
薪
こ
る
ほ

ど
よ
り
う
ち
は
じ
め
、
同
じ
う
い
う
言
の
葉
も
、
い
み
じ
う
尊

し
。

と
あ
る
。
手
元
の
註
釈
書（
６
）で

は
、「
法
華
経
を
わ
が
得
し
こ
と
は
薪

こ
り
菜
摘
み
水
汲
み
仕
へ
て
ぞ
得
し
（
拾
遺
・
哀
傷
）
の
歌
を
う
た

い
な
が
ら
捧
げ
物
を
さ
さ
げ
た
り
薪
を
背
負
っ
た
り
水
桶
を
持
っ
た

り
し
て
行
道
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
は
、「
王

（
仏
の
前
世
の
姿
）
が
『
法
華
経
』
の
教
え
を
受
け
た
苦
心
談
」
と

解
説
さ
れ
て
い
る
。『
法
華
経
』
第
五
提
婆
達
多
品
で
は
、
釈
尊
に

敵
対
し
た
こ
と
で
有
名
な
提
婆
が
善
知
識
と
し
て
出
現
し
て
い
て
、

釈
尊
と
提
婆
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

時
に
仙
人
あ
り
、
来
り
て
王
に
白
し
て
言
わ
く
「
わ
れ
、
大
乘

を
有
て
り
、
妙
法
蓮
華
経
と
名
づ
く
。
若
し
わ
れ
に
違
い
た
ま

わ
ず
ば
、
当
に
た
め
に
宣
説
す
べ
し
」
と
。
王
は
仙
の
言
を
聞

き
菓こ
の
みを
採
り
、
水
を
汲
み
、
薪
を
拾
い
、
食
を
設
け
、
乃
至
、

身
を
も
っ
て
牀
座
と
な
せ
し
に
、
身
心
は
倦
こ
と
な
か
り
し
な

り
。
時
に
奉
事
え
る
こ
と
千
歳
を
経
て
、
法
の
た
め
の
故
に
、

精
勤
し
、
給
侍
し
て
、
乏
し
き
所
な
か
ら
し
め
た
り
。」
と
。

…
…
仏
は
諸
の
比
丘
に
告
げ
た
も
う
。「
そ
の
時
の
王
と
は
、

則
ち
わ
が
身
こ
れ
な
り
。
時
の
仙
人
と
は
、
今
の
提
婆
達
多
こ
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れ
な
り
。
…
…
皆
提
婆
達
多
の
善
知
識
た
る
に
因
る
が
故
な

り
」
と
…
…（
７
）。

と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
法
華
八
講
の
行
儀
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

つ
い
て
は

妙
法
蓮
華
経
八
巻
の
一
巻
を
一
講
ず
つ
行
い
、
全
巻
に
わ
た
る

講
経
の
法
会
を
い
う
。
一
之
座
か
ら
八
之
座
に
わ
た
り
、
精
義
、

講
師
、
読
師
、
唄
匿
散
華
、
問
者
、
堂
達
の
諸
役
が
行
う
。

…
…
法
華
八
講
は
『
石
淵
寺
縁
起
』
に
よ
る
と
、
勤
操
が
友
人

栄
好
の
亡
母
供
養
の
た
め
に
同
法
七
人
を
語
ら
い
、
七
九
六
年

（
延
暦
一
五
）
に
石
淵
寺
で
行
な
っ
た
の
に
始
ま
る
と
い
い
、

由
来
は
『
三
宝
絵
』
中
一
八
以
下
に
見
え
て
著
名
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る（
８
）。

　

次
に
常
夏
の
巻
で
は
、

近
江
の
君
「
…
…
御
ゆ
る
し
だ
に
は
べ
ら
ば
、
水
を
汲
み
、
戴

き
て
も
仕
う
ま
つ
り
な
ん
」
と
、
い
と
よ
げ
に
い
ま
す
こ
し
さ

へ
づ
れ
ば
、
言
ふ
か
ひ
な
し
と
思
し
て
、
内
大
臣
「
い
と
し
か

下
り
立
ち
て
薪
拾
ひ
た
ま
は
ず
と
も
、
参
り
た
ま
ひ
な
ん
、

…
…
」
と
。

と
あ
る
。
ま
た
御
法
の
巻
に
は
、

明
石
の
君
「
薪
こ
る
讃
嘆
の
声
も
、
そ
こ
ら
集
ひ
た
る
響
き
、

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
を
、
…
…

と
見
え
る
。
そ
し
て
更
に
、
明
石
の
君
の
歌
、

薪
こ
る
お
も
ひ
は
け
ふ
を
は
じ
め
に
て
こ
の
世
に
ね
が
ふ
法
ぞ

は
る
け
き

と
あ
る
。
椎
木
の
巻
で
は
、

こ
の
ご
ろ
の
事
と
て
、
薪
木
の
実
拾
い
て
参
る
山
人
ど
も
あ
り
。

と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
巻
の
外
に
、
薪
な
ど
具
体
名
は
な
い
が
、

明
石
の
巻
（
院
の
御
た
め
に
、
八
講
行
は
る
べ
き
こ
と
、
ま
づ
急
が

せ
た
ま
ふ
）
澪
標
の
巻
（
神
無
月
御
八
講
し
た
ま
ふ
）
蓬
生
の
巻

（
か
の
殿
に
は
、
故
院
の
御
料
の
御
八
講
、
世
の
中
ゆ
す
り
て
し
ま

ふ
）
勾
宮
の
巻
（
月
ご
と
の
御
念
仏
、
年
に
二
た
び
の
御
八
講
）
な

ど
と
あ
る
が
、
当
然
そ
こ
で
は
薪
の
行
道
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
『
翼
賛
』
で
は
、
単
に
「
源
氏
ニ
モ
見
エ
タ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い

る
が
、
実
に
多
く
の
巻
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
も

『
翼
賛
』
で
は
触
れ
て
い
な
い
『
枕
草
子
』
に
も
見
出
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
事
実
の
方
が
よ
り
重
要
な
の
で
あ
る
。
識
者
に
よ
れ

ば
、『
源
氏
物
語
』
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
の
た
め
の
場
面
設
定
と

し
て
利
用
し
て
い
る
だ
け
な
の
に
比
較
し
て
、『
枕
草
子
』
の
記
述

の
方
が
法
華
八
講
の
行
事
を
重
視
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。



─ 251 ─

す
な
わ
ち
清
少
納
言
が
『
枕
草
子
』
で
、

普
門
と
い
ふ
山
寺
に
八
講
し
け
る
聴
き
て
、
又
の
日
、
小
野
殿

に
人
人
い
と
多
く
集
ま
り
て
、
遊
び
し
詩
作
り
て
け
る
に
、

「
薪
樵
る
こ
と
は
昨
日
に
尽
き
に
し
を
い
ざ
斧
の
柄
は
こ
こ
に

朽
た
さ
む
」
と
詠
み
給
ひ
た
り
け
む
こ
そ
、
い
と
め
で
た
け
れ
。

（
三
巻
本
第
二
八
八
段
）

と
聞
書
し
て
い
る
右
大
将
道
綱
の
母
の
歌
は
、
法
華
八
講
五
巻
の

日
に
は
、
そ
の
日
の
朝
座
に
講
ぜ
ら
れ
る
「
提
婆
達
多
品
」
の

「
採
果
汲
水
拾
薪
設
食
」
の
句
を
踏
ま
え
て
、「
法
華
経
を
我
が
得

し
こ
と
は
薪
樵
り
菜
摘
み
水
汲
み
仕
へ
て
ぞ
得
し
（『
拾
遺
集
』

巻
廿
「
大
僧
正
行
基
よ
み
給
ひ
け
る
）」
の
一
首
を
唱
え
な
が
ら
、

水
桶
を
担
い
薪
を
負
う
て
行
道
す
る
五
巻
の
日
の
作
法
と
、
石
室

山
中
で
童
子
の
囲
碁
に
見
と
れ
て
い
る
裡
、
手
に
し
た
斧
の
柄
も

腐
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
晋
の
王
質
の
伝
説
（『
述
異
記
』）
と
を

踏
ま
え
て
の
秀
歌
で
、
法
華
八
講
に
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
た

清
少
納
言
が
高
く
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
推
奨
さ
れ
て
い
る（
９
）。

三

　

法
華
八
講
の
巻
五
の
日
の
行
道
に
つ
い
て
は
、
今
日
あ
ま
り
行
わ

れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
東
京
の
浅
草
寺
（
聖
観
音
宗
）

で
は
毎
年
厳
粛
に
行
わ
れ
て
い
る
。
同
寺
発
行
の
『
浅
草
寺
』
誌
の

毎
年
六
月
号
十
一
月
号
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。

　
　

山　
　

家　
　

会　
　

六
月
三
日
・
四
日

六
月
三
日
・
四
日
は
、
天
台
宗
の
開
祖
伝
教
大
師
最
澄
さ
ま
の

忌
日
に
ち
な
ん
で
法
華
八
講
の
論
議
法
要
が
行
わ
れ
る
。
壇
上

に
は
経
題
を
唱
え
る
読
師
、
対
面
し
て
講
師
が
座
し
、『
法
華

経
』
全
八
巻
を
四
巻
ず
つ
二
日
間
に
わ
た
り
計
八
座
の
問
答
を

す
る
も
の
で
あ
る
。
法
会
二
日
目
に
は
「
法
華
経
を
我
が
得
し

こ
と
は
薪
こ
り
菜
摘
み
水
汲
み
仕
へ
て
ぞ
得
し
」
の
歌
に
な
ぞ

ら
え
、
薪
と
水
桶
を
に
な
う
者
が
列
し
て
「
薪
の
行
道
」
が
行

わ
れ
る
。

　
　

天　
　

台　
　

会　
　

十
一
月
二
十
三
日
・
二
十
四
日

十
一
月
二
十
四
日
は
中
国
天
台
宗
開
祖
、
天
台
大
師
智
顗
さ
ま

の
忌
日
で
あ
り
、
御
逮
夜
の
二
十
三
日
と
御
当
日
の
二
十
四
日

の
両
日
に
「
天
台
会
」
の
法
要
が
営
ま
れ
ま
す
。

と
読
者
に
知
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
天
台
会
の
行
事
の
写
真
の
説
明
に

は
、

△�

法
華
経
を
八
座
に
分
け
て
講
説
す
る
法
華
八
講
の
論
議
法
要
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で
は
「
薪
の
行
道
」
が
行
わ
れ
る

△�
行
道
は
「
法
華
経
を　

我
が
得
し
こ
と
は　

薪
こ
り
菜
摘
み

水
汲
み　

仕
へ
て
ぞ
得
し
」
の
歌
に
な
ぞ
ら
え
、
白
装
束
の

僧
侶
二
名
が
、
水
と
野
菜
・
薪
を
担
う

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
白
装
束
の
二
名
の
僧
は
、
天
秤
棒
を

肩
に
担
い
で
、
吊
り
下
げ
た
籠
に
は
今
す
ぐ
に
で
も
竈
で
燃
や
せ
る

よ
う
な
薪
が
束
ね
て
入
っ
て
お
り
、
ま
た
洗
っ
た
菜
葉
が
一
株
置
か

れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
伝
教
大
師
最
澄
と
天
台
大
師
智
顗
の
忌
日
に
「
薪

の
行
道
」
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
正
し
い
教
を
得
る
た
め
に
は
そ

の
人
の
奴
隷
と
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
強
烈
な
求
道
心
を
示
す
も
の

な
の
で
あ
る
。
卑
賤
の
姿
は
求
道
の
希
望
に
輝
く
姿
な
の
で
あ
る
。

四

　
「
法
華
経
を
我
が
得
し
こ
と
は
薪
こ
り
菜
摘
み
水
汲
み
仕
へ
て
ぞ

得
し
」
の
歌
は
、『
三
宝
絵
』
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
一

般
に
よ
く
知
ら
れ
た
歌
で
あ
っ
た
ら
し
い
。『
三
宝
絵
』
は
三
巻
あ

り
、
仏
法
僧
の
三
宝
を
上
中
下
に
分
け
て
説
く
仏
教
説
話
集
で
あ
る
。

源
為
憲
（
？
―
一
〇
一
一
）
が
永
観
二
年
（
九
八
四
年
）
に
撰
述
し

た
。
そ
こ
に
は
、

八
講
の
お
こ
り
、『
石
淵
寺
の
縁
起
』
に
見
え
た
り
。（
中
巻
・

法
宝
の
一
八
）

　
　

薪
を
荷
ひ
て
廻
る
讃
歎
の
詞
に
云
は
く
、

「『
法
花
経
』
を
我
が
え
し
こ
と
は　

た
き
ぎ
こ
り　

な
つ
み　

水
く
み　

つ
か
へ
て
ぞ
え
し
。」

此
の
歌
は
、
或
は
光
明
皇
后
の
読
み
給
へ
る
と
も
い
ひ
、
ま
た

行
基
菩
薩
の
伝
へ
給
へ
り
と
も
云
ふ
。
い
ま
だ
詳
な
ら
ず
。

と
記
さ
れ
て
い
る）
10
（

。
こ
こ
に
、
八
講
の
起
源
は
『
石
淵
寺
の
縁
起
』

に
書
か
れ
て
い
る
、
と
あ
る
。
し
か
し
そ
の
縁
起
は
、
今
日
亡
佚
し

て
い
る
。「
法
華
経
を
我
が
得
し
こ
と
は
」
の
歌
は
、
多
く
の
書
が

行
基
菩
薩
の
作
と
す
る
中
に
あ
っ
て
、『
三
宝
絵
』
は
ま
ず
、
光
明

皇
后
作
と
も
伝
え
て
い
る
。
こ
の
歌
を
光
明
皇
后
作
と
し
て
引
用
し

て
い
る
書
に
、
栄
心
（
？
―
一
五
四
六
）
の
『
法
華
経
直
談
鈔
』
が

あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
全
て
漢
文
で
書

か
れ
て
い
る
が
、
今
訓
読
し
て
示
す
と
、

一
此
千
歳
給
仕
ノ
相
ヲ
我
朝
ノ
聖
武
天
王
ノ
后
、
光
明
皇
后
歌

ニ
法
華
経
ヲ
我
得
シ
事
薪
コ
リ
菜
摘
水
汲
ミ
仕
エ
テ
ゾ
得
シ
、

ト
。
仍
リ
テ
報
恩
会
ナ
ン
ド
ノ
時
ハ
此
ノ
歌
ニ
博
士
ヲ
付
ケ
テ

五
ノ
座
ニ
行
道
シ
テ
薪
ヲ
荷
イ
此
ノ
歌
ヲ
唱
ル
ナ
リ
。
又
五
条

三
位
俊
成
ノ
御
歌
ニ
薪
取
リ
峯
ノ
菓
ヲ
求
メ
テ
得
難
キ
法
ヲ
聞
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キ
染
メ
ニ
鳧
ト
。

と
あ
る）
11
（

。
薪
こ
り
菜
摘
み
水
汲
み
の
歌
は
、
行
基
と
も
光
明
皇
后
と

も
さ
れ
る
が
、
俊
成
の
歌
も
含
め
て
、
全
て
提
婆
達
多
品
に
関
係
し

て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
島
地
大
等
の
『
漢
和
対
照　

妙
法
蓮
華
経
』

に
は
、『
法
華
経
』
八
巻
二
十
八
品
ま
で
の
各
品
ご
と
に
古
来
詠
ま

れ
て
き
た
歌
が
「
法
華
歌
集
」
と
し
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
提
婆
達

多
品
第
十
二
に
は
、

法
華
経
を
わ
が
得
し
こ
と
は
薪
こ
り
菜
つ
み
水
く
み
つ
か
へ
て

ぞ
え
し　

大
僧
正
行
基
（
拾
遺
和
歌
集
）

た
き
ゞ
こ
り
峯
の
木
の
実
を
求
め
て
ぞ
得
が
た
き
法
は
聞
き
始

め
け
る　

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
（
玉
葉
和
歌
集
）

な
ど
六
十
首
も
の
和
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

五

　

樵
・
草
刈
・
菜
摘
・
水
汲
の
歌
は
、
上
述
の
よ
う
な
経
緯
の
中
に

法
然
上
人
の
引
用
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
叡
山
で
十
五
歳
頃
か
ら

四
十
三
歳
頃
広
谷
に
移
る
三
十
年
も
の
長
い
間
を
、『
法
華
経
』
を

説
く
天
台
宗
の
中
で
生
活
し
て
お
ら
れ
た
元
祖
様
が
、
提
婆
達
多
品

の
求
道
者
の
心
情
を
ご
存
知
な
い
筈
は
な
い
。
元
祖
様
が
、「
樵
・

草
刈
・
菜
摘
・
水
汲
」
の
語
を
通
し
て
、
一
文
不
通
の
者
で
も
「
と

な
ふ
れ
ば
か
な
ら
ず
生
ま
れ
な
ん
と
信
じ
て
、
真
実
に
欣
楽
し
て
つ

ね
に
念
仏
申
す
を
最
上
の
機
と
す
る
」（『
和
語
燈
録
』
巻
五
）
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
卑
賤
の
身
分
は
と
も
か
く
と
し
て
、
一
文

不
通
の
機
根
の
者
と
し
て
の
自
覚
の
も
と
、
必
死
に
念
仏
を
欣
楽
す

る
熱
烈
な
信
仰
心
を
持
つ
べ
き
こ
と
を
伝
え
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
隆
円
が
撰
述
し
た
『
浄
業
信
法
訣
』

は
、
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
に
も
ま
た
昭
和
五
十
年
（
一
九
七

五
）
に
も
復
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ど
の
版
に
も

木
刈
（
木
樵
か
）
草
刈
菜
ツ
ミ
水
汲
ノ
類
ノ
如
キ
者
モ
、
内
外

共
心
ニ
カ
ケ
テ
一
文
不
通
ナ
ル
ガ
称
レ
バ
必
ズ
生
ル
ヽ
ト
信
ジ

テ
真
実
ニ
願
ヒ
テ
、
常
ニ
念
仏
ヲ
申
ス
ヲ
最
上
ト
ス
。

と
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
九
月

刊
行
の
『
浄
業
信
法
訣
―
抄
本
―
』
で
は
、
右
の
文
中
で
「
木
刈
草

刈
菜
ツ
ミ
水
汲
ノ
類
ノ
如
者
モ
」
の
一
五
字
だ
け
が
省
略
さ
れ
て
い

る
。
次
の
一
文
不
文
通
の
語
と
対
応
す
る
重
要
な
こ
の
十
五
字
が
省

略
さ
れ
た
の
は
、
抄
本
と
は
い
え
洵
に
残
念
で
あ
る
。
更
に
今
日
で

も
「
薪
の
行
道
」
に
お
い
て
、
樵
・
草
刈
・
菜
摘
・
水
汲
の
姿
に
扮

し
て
熱
烈
な
求
道
精
神
を
示
す
法
要
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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註（
１
）
法
然
上
人
傳
研
究
会
編
『
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
』

二
・
一
三
九
頁
。『
浄
全
』
一
七
・
一
四
三
頁
。

（
２
）『
浄
全
』
九
・
六
〇
四
頁
。『
昭
法
全
』
六
七
一
頁
。『
浄
土
宗

聖
典
』
四
・
一
九
九
頁
、
四
八
一
頁
。

（
３
）
望
月
信
亨
「
信
瑞
の
明
義
進
行
集
と
無
観
称
名
義
」（『
仏
教

古
典
叢
書
』
第
五
所
収
付
録
）。

（
４
）『
浄
全
』
一
六
・
三
三
七
頁
。

（
５
）『
八
百
年
遠
忌
記
念　

法
然
上
人
研
究
論
文
集
』
二
四
三
頁
。

（
６
）『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」）
賢
木
の
巻
、

以
下
同
様
。

（
７
）
岩
波
文
庫
『
法
華
経
』
中
・
二
〇
四
頁
。

（
８
）『
岩
波
仏
教
辞
典
』
七
三
九
頁

（
９
）
萩
谷　

朴
「
平
安
朝
文
学
と
法
華
八
講
」（『
浅
草
寺
』
平
成

六
年
六
月
号
・
三
頁
）

（
10
）『
三
宝
絵
』（
平
凡
社
「
東
洋
文
庫
」
五
一
三
）
一
〇
六
頁

（
11
）『
法
華
経
直
談
鈔
』
巻
第
七
本　

提
婆
達
多
品
第
一
二
（
臨
川

書
店
本
二
・
四
九
九
頁
）

本
稿
の
た
め
に
、
柴
田
哲
彦
氏
安
達
俊
英
氏
魚
尾
孝
久
氏
塩
入
亮
乘

氏
利
根
川
浩
行
氏
よ
り
多
く
の
ご
教
示
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
心
よ
り

御
礼
申
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
抑
揚
的
証
明　

そ
の
２

村　

上　

真　

瑞

　
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
い
て
、
問
答
の
相
手
の
主
要
な
論
疏
を

用
い
て
そ
の
中
に
説
か
れ
る
内
容
を
も
っ
て
、
自
分
の
論
を
証
明
す

る
方
法
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
も
相
手
を
抑
え
て
自
分
を
揚

げ
る
方
法
で
あ
る
。

　

今
回
は
、
凡
夫
の
心
を
変
化
さ
せ
て
現
し
出
す
淨
土
が
、
三
界
に

は
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
場
面
で
抑
揚
の
形
が
使
わ
れ
て
い

る
部
分
に
つ
い
て
、
論
点
を
順
次
明
確
に
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

問
既
是
有
漏
識
心
所
變
有
漏
之
心
即
三
界
攝
无
有
有
漏
心
而
出

三
界
攝
心
既
三
界
攝
所
現
淨
土
寧
非
三
界
耶
（
１
）

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
問
い
に
お
い
て
、
煩
悩
を
有
し
た
心
を
変
化

さ
せ
て
現
し
だ
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
煩
悩
を
有
し
た
心
は
、
三
界
に

納
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
問
う
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
す
る
回
答
は
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、

答
雖
知
有
漏
體
性
不
出
三
界
然
以
別
義
但
得
名
有
漏
不
得
名
三

界
故
三
界
名
局
有
漏
名
寛
（
２
）

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
煩
惱
を
有
し
て
い
る
者
は
す
べ
て
三
界
に
含

ま
れ
る
と
い
う
唯
識
の
説
を
別
の
道
理
に
よ
っ
て
否
定
す
る
。
有
漏

の
範
囲
は
三
界
の
範
囲
よ
り
広
い
か
ら
、
有
漏
で
あ
っ
て
も
三
界
に

含
ま
れ
な
い
部
分
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、

亦
如
凡
夫
得
生
西
方
非
五
趣
攝
故
无
量
壽
經
言
横
截
五
惡
趣
惡

趣
自
然
閉
（
３
）

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、『
無
量
壽
經
』
（
４
）の

横
截
五
悪
趣
の
文
を
引
い
て
、

凡
夫
の
往
生
す
る
阿
弥
陀
仏
の
淨
土
に
は
五
悪
趣
＝
三
界
は
な
い
と

し
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

又
阿
弥
陀
經
言
彼
佛
國
土
无
三
惡
趣
等
又
无
量
壽
經
言
彼
國
衆
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生
非
天
非
人
因
順
餘
方
故
有
人
天
之
號
故
知
彼
土
无
五
趣
既
許

生
是
凡
夫
而
非
五
趣
所
攝
何
妨
土
名
有
漏
而
非
三
界
所
収
（
５
）

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、『
阿
彌
陀
經
』（
６
）に

説
か
れ
る
極
楽
浄
土
に
三

悪
趣
が
な
い
と
の
文
も
引
き
、『
無
量
壽
經
』
に
人
天
と
い
う
語
句

が
出
て
い
る
が
、
そ
れ
は
極
楽
浄
土
以
外
の
場
所
に
依
り
従
っ
て
人

天
と
い
う
名
称
を
用
い
た
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
極
楽
浄
土
は

三
界
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

問
彼
土
凡
夫
是
人
是
天
於
義
何
廃
經
文
但
言
无
三
惡
趣
何
妨
得

有
人
天
趣
耶
而
經
言
非
天
非
人
者
此
説
大
菩
薩
等
非
天
非
人
因

順
餘
方
故
有
人
天
之
名
非
據
凡
夫
得
往
生
者
凡
夫
生
彼
或
是
人

趣
或
是
天
趣
於
理
无
妨
（
７
）

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
前
論
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。『
阿
彌
陀
經
』

に
は
三
悪
趣
が
な
い
と
の
み
説
か
れ
て
い
て
、
人
天
は
存
在
し
、
極

楽
浄
土
に
い
る
大
菩
薩
は
他
の
場
所
に
依
り
従
っ
て
人
天
と
い
う
名

称
を
用
い
た
だ
け
で
あ
ろ
う
が
、
凡
夫
の
往
生
し
た
者
は
人
や
天
で

あ
り
、
極
楽
浄
土
は
三
界
に
含
ま
れ
る
と
論
を
展
開
す
る
。

　

ま
た
、
そ
れ
に
対
し
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

答
若
是
凡
夫
得
生
淨
土
是
人
天
趣
者
若
是
人
趣
人
趣
有
四
爲
是

南
閻
浮
提
人
爲
是
東
西
二
洲
及
北
鬱
單
越
人
趣
耶
若
是
天
趣
爲

是
四
天
王
天
乃
至
色
界
阿
迦
尼
吒
天
耶
（
８
）

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
反
論
に
対
す
る
懷
感
の
反
駁
で
あ
る
。
仮
に

極
楽
浄
土
へ
往
生
し
た
凡
夫
が
人
や
天
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
界
に
四

種
の
住
み
家
が
あ
り
、
天
界
も
須
弥
山
に
周
り
に
住
み
家
が
あ
る
が

い
っ
た
い
ど
こ
を
さ
し
て
い
る
の
か
と
問
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

若
是
四
天
下
人
趣
者
彼
北
鬱
單
越
應
是
八
難
之
中
鬱
單
越
難
若

是
色
界
等
應
是
長
壽
天
難
此
是
難
處
云
何
名
淨
土
勸
衆
生
生
耶
（
９
）

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
仮
に
四
種
の
人
界
と
し
て
、
北
鬱
單
越
に
は

辺
地
の
難
が
あ
り
、
仏
道
修
行
を
妨
げ
、
ま
た
仮
に
天
で
あ
る
な
ら

ば
、
長
寿
天
難
が
あ
り
同
じ
く
仏
道
修
行
を
妨
げ
る
の
で
、
と
て
も

仏
道
修
行
を
励
ま
す
た
め
の
淨
土
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

若
言
是
人
趣
而
不
得
名
四
天
下
人
等
亦
得
名
天
趣
而
非
四
天
王

天
等
若
然
者
四
天
下
外
別
有
人
趣
耶
四
天
王
天
等
外
別
有
天
趣

等
耶）
（（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
四
種
の
人
界
や
須
弥
山
の
周
辺
の
天
界
以
外

に
人
界
天
界
が
あ
る
の
か
と
問
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

若
言
有
者
何
即
淨
土
衆
生
是
人
天
非
四
天
下
等
人
天
耶
亦
有
淨
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土
有
漏
非
三
界
有
漏
其
義
何
妨）
（（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
仮
に
四
種
の
人
界
や
須
弥
山
の
周
辺
の
天
界

以
外
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
極
楽
浄
土
の
人
界
天
界
で
あ
る

と
は
証
明
で
き
な
い
。
ま
た
、
人
天
が
四
種
の
人
界
や
須
弥
山
の
周

辺
の
天
界
以
外
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
浄
土
は
有
漏
で
あ
っ
て
も
三

界
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
合
理
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

若
言
四
天
下
人
趣
等
外
无
別
人
趣
四
天
王
天
等
外
无
別
天
趣
淨

土
凡
夫
亦
得
名
凡
夫
不
得
名
人
趣
天
趣
者
何
妨
淨
土
亦
得
名
有

漏
不
得
名
三
界
也）
（2
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
結
局
、
四
種
の
人
界
や
須
弥
山
の
周
辺
の
天

界
以
外
に
は
人
天
は
な
く
、
極
楽
浄
土
の
往
生
し
た
凡
夫
は
人
天
で

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
極
楽
浄
土
は
煩
惱
は
存
在

し
た
と
し
て
も
三
界
に
は
含
ま
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

以
彼
五
趣
例
此
三
界
其
義
顯
然
不
可
迷
執
也）
（（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
反
論
者
は
『
阿
彌
陀
經
』
の
三
悪
趣
無
し
の

文
だ
け
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
す
で
に
『
無
量
壽
經
』
に
は
五

悪
趣
が
存
在
し
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
今
更
な
に
を
か
言

わ
ん
や
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　

続
い
て
。『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

又
諸
法
相
中
有
寛
有
狹
只
如
世
間
名
寛
有
漏
名
局
有
漏
名
寛
三

界
名
局
三
界
名
寛
四
生
名
局
四
生
名
寛
五
趣
名
局）
（（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
極
楽
浄
土
は
有
漏
で
は
あ
る
が
三
界
に
は
含

ま
れ
な
い
こ
と
を
他
の
存
在
の
広
狭
を
も
っ
て
証
明
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

何
者
只
如
如
來
所
變
穢
惡
國
土
雖
似
三
界
非
如
三
界
雖
是
无
漏

而
名
世
間
此
則
世
間
名
寛
有
漏
名
局）
（5
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
世
間
は
広
く
有
漏
は
狭
い
事
を
述
べ
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

有
漏
名
寛
三
界
名
局
者
即
是
凡
夫
等
有
漏
識
心
所
現
淨
土
亦
得

名
有
漏
不
得
名
三
界
故
大
智
度
論
言
淨
土
非
三
界
无
欲
故
非
欲

界
地
居
故
非
色
界
有
形
故
非
无
色
界）
（6
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
有
漏
は
広
く
、
三
界
は
狭
い
。『
大
智
度
論
』

釋
往
生
品
）
（7
（

に
説
か
れ
る
淨
土
の
定
義
を
も
ち
い
る
。
欲
無
し
（
欲
の

否
定
）、
地
居
（
空
居
天
の
色
界
の
否
定
）、
形
あ
る
荘
厳
を
有
す
る

（
形
無
き
無
色
界
の
否
定
）
の
理
由
で
淨
土
が
三
界
に
含
ま
れ
る
こ

と
を
否
定
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、
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此
論
義
意
非
是
淨
土
无
漏
識
心
所
現
淨
土
名
出
三
界
但
有
漏
識

心
所
變
淨
土
器
世
間
相
布
置
法
用
安
立
有
情
利
樂
等
事
不
同
於

此
三
界
等
相
名
非
三
界
也）
（8
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
前
説
の
論
は
、
煩
惱
が
無
い
か
ら
三
界
不
摂

を
説
く
の
で
は
無
く
、
煩
惱
が
あ
る
が
ま
ま
に
三
界
で
は
無
い
こ
と

を
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
懷
感
が
凡
夫
の
往
生
す
る
淨
土
は

凡
夫
に
と
っ
て
は
煩
悩
を
断
つ
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

三
界
名
寛
四
生
名
局
者
四
生
唯
取
異
熟
五
蘊
有
情
世
間
三
界
通

三
性
及
器
世
間
故
三
界
名
寛
四
生
名
局
也）
（（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
三
界
は
広
く
、
四
生
は
狭
い
事
を
論
ず
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

四
生
名
寛
五
趣
名
局
者
中
有
是
化
生
而
非
是
五
趣
及
淨
土
衆
生

等
是
化
生
非
趣）
2（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
四
生
は
広
く
五
種
は
狭
い
事
を
論
ず
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

如
是
等
名
字
寛
狹
體
性
差
別
此
經
論
等
有
此
不
同
豈
得
有
漏
識

心
所
變
淨
土
之
言
則
令
是
三
界
攝
也）
2（
（

と
説
か
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
存
在
に
は
広
い
も
の
狭
い
も
の
が
あ

り
、
極
楽
浄
土
も
煩
惱
が
あ
る
と
し
て
す
ぐ
さ
ま
三
界
に
含
ま
れ
る

と
し
て
い
る
唯
識
の
説
を
否
定
し
て
、
煩
惱
が
存
在
し
て
も
三
界
に

は
含
ま
れ
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

又
如
第
八
識
有
三
名
一
名
阿
頼
耶
二
名
阿
陀
那
三
名
異
熟
若
得

阿
羅
漢
辟
支
佛
果
及
入
八
地
諸
菩
薩
等
所
有
第
八
識
但
名
阿
陀

那
及
名
異
熟
不
得
名
阿
頼
耶）
22
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
お
い
て
相
手
の
用
い
る
論
疏
を
も
っ

て
自
説
を
開
顕
す
る
、
ま
さ
に
抑
揚
的
証
明
が
な
さ
れ
る
。
唯
識
の

重
要
な
論
疏
で
あ
る
、『
成
唯
識
論
述
記
』
）
2（
（

に
は
次
の
よ
う
に
説
か

れ
る
、
第
八
識
に
は
阿
頼
耶
・
阿
陀
那
・
異
熟
の
三
つ
の
名
称
が
あ

る
が
、
阿
賴
耶
は
、
常
一
主
宰
の
我
あ
り
と
固
執
す
る
誤
っ
た
見
解

が
無
く
な
る
ま
で
続
く
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、（
阿
羅
漢
）

世
の
尊
敬
を
受
け
る
究
極
の
聖
者
・（
辟
支
佛
）
師
匠
が
無
く
て
自

分
ひ
と
り
で
修
行
し
覚
り
を
得
た
者･

（
第
八
不
動
地
）
十
地
の
中

の
第
八
不
動
地
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
諸
の
菩
薩
は
、
常
一
主
宰
の

我
あ
り
と
固
執
す
る
誤
っ
た
見
解
を
断
じ
て
い
る
か
ら
、
た
だ
阿
陀

那
識
と
、
異
熟
識
だ
け
が
あ
り
、
阿
頼
耶
識
（
愛
着
作
用
を
原
動
力

と
す
る
も
の
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
識
は
無
い
と
さ
れ
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、
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豈
依
无
阿
頼
耶
名
即
遣
阿
羅
漢
无
第
八
識
執
持
諸
法
種
子
耶
豈

以
无
三
界
名
而
令
凡
夫
衆
生
生
於
淨
土
有
漏
識
心
不
變
化
淨
佛

國
土
受
用
種
種
大
乘
法
樂
也）
2（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
前
説
を
受
け
て
、
た
と
え
（
阿
羅
漢
）
世
の

尊
敬
を
受
け
る
究
極
の
聖
者
・（
辟
支
佛
）
師
匠
が
無
く
て
自
分
ひ

と
り
で
修
行
し
覚
り
を
得
た
者･

（
第
八
不
動
地
）
十
地
の
中
の
第

八
不
動
地
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
諸
の
菩
薩
に
阿
頼
耶
識
の
名
称
が

無
く
と
も
、
す
べ
て
の
存
在
を
生
起
さ
せ
る
可
能
性
を
し
っ
か
り
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
凡
夫
で
あ
っ
て
も
、
極
楽
浄
土

を
顕
わ
し
出
し
て
様
々
な
大
乘
の
教
え
を
信
受
す
る
喜
び
を
亨
受
す

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
相
手
の
論
疏
で
あ
る

『
成
唯
識
論
述
記
』
の
説
を
喩
え
と
し
て
、
凡
夫
の
往
生
す
る
淨
土

が
有
漏
で
あ
っ
て
も
三
界
不
摂
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て
、

又
託
如
來
无
漏
淨
土
雖
以
有
漏
心
現
其
淨
土
而
此
淨
土
從
本
性

相
土
土
亦
非
縁
縛
相
應
縛
縛
不
増
煩
惱
如
有
漏
心
縁
滅
道
諦
煩

惱
不
増
猶
如
觀
日
輪
損
減
眼
根
也
故
非
三
界
非
三
界
繋
煩
惱
増

也
）
25
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
最
後
に
、
別
の
道
理
の
総
括
と
し
て
、
阿
弥

陀
仏
の
本
願
力
を
強
調
し
て
、
煩
悩
を
有
す
る
心
を
用
い
て
、
凡
夫

が
淨
土
を
変
顕
さ
せ
た
と
し
て
も
、
こ
の
淨
土
は
阿
弥
陀
如
来
の
浄

土
の
本
体
と
そ
の
形
状
に
し
た
が
っ
て
い
て
、
そ
の
国
土
は
、（
縁

縛
）
認
識
の
対
象
に
対
し
て
起
こ
る
煩
惱
に
繋
縛
さ
れ
る
こ
と
、

（
相
應
縛
）
心
が
結
び
つ
い
て
起
こ
る
煩
惱
に
繋
縛
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
と
し
て
、
ち
ょ
う
ど
煩
悩
を
有
す
る
心
で
あ
っ
て
も
、（
滅
諦
）

煩
惱
の
絶
滅
と
い
う
真
理
と
、（
道
諦
）
正
し
い
覚
り
を
得
る
た
め

の
道
と
い
う
真
理
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
煩
惱
を
増
加
さ
せ

な
い
こ
と
は
、
太
陽
を
凝
視
す
る
と
眩
し
く
て
（
対
象
を
と
ら
え
る

感
覚
器
官
で
あ
る
）
眼
と
い
う
機
能
を
弱
め
て
役
立
た
な
く
し
て
し

ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
し
て
太
陽
の
光
を
阿
弥
陀
仏
の
本
願

力
に
た
と
え
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ

て
有
漏
心
を
も
っ
た
凡
夫
で
あ
っ
て
も
三
界
不
摂
の
浄
土
に
往
生
す

る
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
い
て
抑
揚
的
証
明
方
法
が
、
少
な

く
と
も
、
極
楽
浄
土
は
受
用
土
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
場
面
と
凡

夫
の
往
生
す
る
淨
土
が
有
漏
で
あ
っ
て
も
三
界
不
摂
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
場
面
と
に
お
い
て
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
ち
ら

も
浄
土
教
に
お
い
て
、
相
手
に
譲
る
こ
と
が
で
き
な
い
大
変
重
要
な

論
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
に
相
手
の
論
書
の
論
述
説
を
自
ら
の

味
方
に
付
け
て
し
ま
い
、
か
つ
、
相
手
を
押
さ
え
て
自
ら
の
論
述
を
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揚
げ
て
証
明
す
る
点
は
、
懷
感
の
淨
土
に
対
す
る
群
疑
釈
明
の
圧
巻

と
も
い
う
べ
き
天
才
的
論
述
法
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

註（
１
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
帖

（
２
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
帖

（
３
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
帖

（
４
）　
『
無
量
壽
經
』
巻
下

	

　

	

宜
各
勤
精
進
。
努
力
自
求
之
。
必
得
超
絶
去
。
往
生
安
養
國
。

横
截
五
惡
趣
。
惡
趣
自
然
閉
。
昇
道
無
窮
極
。
易
往
而
無
人
。

『
大
正
蔵
経
』
一
二
巻
二
七
四
B	

（
５
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
帖

（
６
）　
『
阿
彌
陀
經
』

	

　

	

舍
利
弗
。
汝
勿
謂
此
鳥
實
是
罪
報
所
生
。
所
以
者
何
。
彼
佛

國
土
無
三
惡
趣
。『
大
正
蔵
経
』
一
二
巻
三
四
七
A

（
７
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
帖
～
十
一
帖

（
８
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
一
帖

（
９
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
一
帖

（
（（
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
一
帖

（
（（
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
一
帖

（
（2
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
一
帖
～
十
二
帖

（
（（
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
二
帖

（
（（
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
二
帖

（
（5
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
二
帖

（
（6
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
二
帖

（
（7
）　
『
大
智
度
論
』
釋
往
生
品
第
四
之
上
卷
三	

	

　

	

如
是
世
界
在
地
上
故
不
名
色
界
。
無
欲
故
不
名
欲
界
。
有
形

色
故
不
名
無
色
界
。
諸
大
菩
薩
福
徳
清
淨
業
因
縁
故
。
別
得

清
淨
世
界
出
於
三
界
。『
大
正
蔵
経
』
二
五
巻
三
四
〇
A

（
（8
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
二
帖

（
（（
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
十
二
帖

（
2（
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻	

十
二
帖
～
十
三
帖

（
2（
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻	

十
三
帖

（
22
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻	

十
三
帖

（
2（
）　
『
成
唯
識
論
述
記
』																													

	

　

	

多
異
熟
者
。
謂
此
識
體
總
有
三
位　

一
我
愛
執
藏
現
行
位
。

即
唯
七
地
以
前
菩
薩
。
二
乘
有
學
。
一
切
異
生
。
從
無
始
來
。

謂
名
阿
賴
耶
。
至
無
人
執
位
。
此
名
執
藏　

二
善
惡
業
果
位
。

謂
從
無
始
乃
至
菩
薩
金
剛
心
。
或
解
脫
道
時
。
乃
至
二
乘
無

餘
依
位
。
謂
名
毘
播
迦
。
此
云
異
熟
識
。
毘
者
異
也
。
播
迦
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熟
義
。
至
無
所
知
障
位　

三
相
續
執
持
位
。
謂
從
無
始
乃
至

如
來
盡
未
來
際
。
利
樂
有
情
位
。
謂
名
阿
陀
那
。
此
云
執
持
。

或
名
心
等
。
長
短
分
限
不
過
三
位
。
以
異
熟
名
亦
通
初
位
故
。

『
大
正
蔵
経
』
四
三
巻
二
九
八
頁
A

（
2（
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻	

十
三
帖

（
25
）　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻	

十
三
帖
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会
津
地
方
の
藤
田
派
の
動
静
に
つ
い
て

渡　

部　

伸　

一

一

　

会
津
地
方
の
浄
土
宗
寺
院
に
つ
い
て
、『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
（
１
）、

『
蓮
門
精
舎
旧
詞
』
（
２
）、『

新
編
会
津
風
土
記
』（
３
）を

も
っ
て
調
べ
る
と
、

現
会
津
組
内
に
あ
っ
た
寺
院
数
は
一
〇
六
ヶ
寺
を
数
え
る
。
現
在
の

寺
院
は
す
べ
て
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
元
禄
の
頃
に
は
ほ

ぼ
今
の
状
況
が
完
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

開
山
あ
る
い
は
中
興
開
山
さ
れ
た
年
代
を
み
る
と
、
会
津
葦
名
氏

の
最
も
興
隆
し
た
と
い
わ
れ
る
大
永
元
年
（
一
五
二
一
）
か
ら
天
正

八
年
（
一
五
八
〇
）
に
か
け
て
特
に
多
く
、
二
七
ヶ
寺
が
建
立
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
本
寺
を
会
津
高
巌
寺
と
す
る
寺
院
が

一
四
ヶ
寺
で
あ
っ
た
。

　

高
巌
寺
の
開
山
時
期
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、「
高
巌
寺
由
緒
書
」
（
４
）

に
は
、

（
上
略
）
藤
田
之
始
祖
性
眞
性
阿
上
人
之
的
傳
、
第
七
世
法
蓮

社
岌
傳
上
人
、
始
住
福
田
之
無
量
壽
寺
、
後
有
斗
数
之
志
晦
跡
、

而
寓
居
于
會
津
黒
河
郷
、
結
一
地
茅
庵
、
入
念
佛
三
昧
而
占
閑

寂
于
茲
有
年
矣
、
大
蓮
社
岌
天
上
人
尋
師
跡
挑
法
燈
餘
輝
、
依

頼
于
前
太
守
葦
名
修
理
太
夫
盛
高
、
相
攸
於
小
田
山
城
西
、
營

一
宇
淨
刹
、
山
號
成
道
、
寺
稱
高
巖
也
、
天
文
六
年
丁
　　

酉

九
月

二
十
八
日
壽
八
十
九
歳
而
卒
矣
、
姓
氏
・
出
生
未
審
、
然
後
移

地
於
城
北
是
也
、
大
永
壬
　　

午

年
令
嗣
盛
舜
造
立
先
考
常
勝
院
殿

天
祥
麟
公
之
靈
牌
、
於
當
寺
寄
附
於
門
田
數
百
畝
、
供
香
華
、

賜
子
孫
不
可
違
失
之
燈
（
證
カ
）印

也
、
且
使
先
考
諱
字
冠
山
號
・
寺
號

也
、
此
時
改
成

字
爲
盛
字
、

（ 

下
略 

）

と
、
藤
田
派
第
七
世
岌
伝
の
開
創
・
草
創
に
し
て
、
そ
の
弟
子
岌
天

の
開
山
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
蓮
門
精
舎
旧
詞
』、『
新
編
会

津
風
土
記
』
等
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
一
三
代
領
主
葦
名
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盛
高
が
没
す
る
と
、
五
年
後
の
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
に
、
一
五

代
盛
舜
は
父
盛
高
の
位
牌
を
高
巌
寺
に
納
め
、
田
地
を
寄
進
し
て
い

る
。
高
巌
寺
は
葦
名
盛
高
の
菩
提
所
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
藤
本
顕
通
氏
は
「
藤
田
派
の
教
線
域
と
名
越
派

と
の
交
渉
」（
５
）に

お
い
て
「
こ
こ
に
葦
名
氏
と
高
巌
寺
と
の
間
に
檀
越

関
係
が
生
じ
、
高
巌
寺
も
寺
院
機
能
を
備
え
る
よ
う
に
な
る
。（
下

略
）」
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
巌
寺
が
現
在
の

地
に
移
る
前
、
小
田
山
城
の
西
に
建
て
ら
れ
た
時
、
す
で
に
葦
名
盛

高
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
や
、
初
め
「
成
道
山

4

4

4

高
巌
寺
」
と
称
し
て

い
た
が
、
盛
高
の
一
字
を
取
っ
て
「
盛
道
山

4

4

4

高
巌
寺
」
と
改
名
し
た

点
を
考
え
る
と
、
大
永
二
年
以
前
か
ら
既
に
檀
越
関
係
は
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

　

現
在
、
葦
名
氏
の
御
廟
が
小
田
山
城
跡
の
近
く
に
残
っ
て
い
る
。

保
科
時
代
の
記
録
に
よ
れ
ば
墓
所
は
三
ヶ
所
に
分
か
れ
て
お
り（
６
）、
一

六
代
か
ら
一
八
代
ま
で
の
三
基
の
墓
が
今
も
現
存
し
て
い
る
。
お
そ

ら
く
、
初
期
の
高
巌
寺
は
こ
の
隣
地
に
あ
っ
て
、
盛
高
没
後
「
盛
道

4

4

山4

高
巌
寺
」
と
称
す
る
頃
に
現
在
の
地
に
移
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

葦
名
盛
高
の
菩
提
所
と
な
っ
た
一
事
以
降
、
特
に
一
六
代
葦
名
盛

氏
の
治
世
に
至
っ
て
、
高
巌
寺
末
一
四
ヶ
寺
が
開
山
さ
れ
て
い
る
。

一
四
ヶ
寺
中
、
開
山
し
た
寺
院
が
七
ヶ
寺
、
他
宗
よ
り
改
宗
し
た
寺

院
が
五
ヶ
寺
あ
る
。
さ
ら
に
開
山
上
人
に
は
「
岌
」
と
い
う
字
を
付

し
た
藤
田
派
系
の
僧
が
並
ぶ
。
特
に
、
湊
町
照
光
寺
の
岌
樹
に
つ
い

て
は
「
永
禄
年
中
良（
岌
樹
）

晃
房
再
營
於
寺
堂
、
改
舊
宗
、
以
高
巌
寺
二
代

等
月
上
人
爲
附
法
之
師
令
相
續
、」
（
７
）

と
高
巌
寺
二
世
等
月
の
門
弟
と

記
さ
れ
、
大
沼
郡
蕎
麥
目
迎
接
寺
の
德
翁
に
つ
い
て
は
「
高
巌
寺
三

世
等
天
上
人
之
末
弟
、
當
寺
開
山
然
蓮
社
良
湛
德
翁
和
尚
、
使
住
持

爲
門
派
、」
（
８
）

と
あ
る
よ
う
に
高
巌
寺
三
世
等
天
の
門
弟
と
記
さ
れ
て

い
る
。

　

ま
た
、
同
じ
浄
土
宗
で
あ
り
な
が
ら
高
巌
寺
末
の
藤
田
派
へ
改
派

し
た
寺
院
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
大
沼
郡
高
田
法
幢
寺
は
明
応

三
年
（
一
四
九
四
）
に
玉
誉
が
建
立
し
た
寺
院
で
あ
る
が
、
天
文
年

間
に
智
鏡
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
、
高
巌
寺
末
と
な
っ
て
い
る（
９
）。

　

そ
し
て
そ
の
一
四
ヶ
寺
の
建
立
の
住
所
は
、
葦
名
氏
会
津
統
治
の

重
要
地
と
考
え
ら
れ
、
他
国
と
交
流
す
る
う
え
で
の
街
道
沿
い
に
多

く
あ
る
。
下
野
街
道
、
越
後
街
道
、
八
反
道
（
会
津
坂
下
～
会
津
高

田
街
道
）
等
に
あ
っ
て
、
会
津
領
内
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。

　

他
宗
か
ら
の
改
宗
）
（（
（

と
、
高
巌
寺
系
藤
田
派
へ
の
改
派
は
、
師
弟
関

係
ば
か
り
で
な
く
地
縁
な
ど
か
ら
も
行
わ
れ
て
お
り
、
高
巌
寺
末
と

し
て
そ
の
傘
下
に
組
み
入
れ
、
会
津
地
方
で
の
本
末
圏
を
形
成
す
る
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こ
と
で
、
藤
田
派
の
教
勢
拡
大
を
図
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
葦
名
氏
の
助
力
が
多
分
に
あ
っ
た
も
の
と

推
察
で
き
る
。

二

　

会
津
地
方
に
お
け
る
藤
田
派
の
教
勢
拡
大
に
尽
力
し
た
の
は
百
万

遍
知
恩
寺
第
三
〇
世
岌
州
で
あ
っ
た
。
岌
州
は
、
百
万
遍
知
恩
寺
第

二
九
世
の
岌
善
に
師
事
し
、
そ
の
後
第
三
〇
世
と
し
て
入
山
す
る）
（（
（

。

こ
の
当
時
、
越
後
、
越
前
の
藤
田
派
系
の
僧
が
歴
任
し
て
お
り
、
二

七
世
岌
翁
か
ら
岌
長
、
岌
善
、
岌
州
、
岌
興
と
五
代
に
わ
た
っ
て
住

職
を
務
め
て
い
る
。

　

そ
れ
ま
で
の
知
恩
寺
は
、
一
条
派
・
三
条
派
・
木
幡
派
と
い
っ
た

関
西
の
法
流
や
白
旗
派
系
の
僧
に
よ
っ
て
務
め
ら
れ
て
き
た）
（2
（

。
こ
の

時
期
に
至
り
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
藤
田
派
の
僧
が
知
恩
寺
に
入
寺

し
、
活
動
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
藤
本
了
泰
博
士
、

藤
本
顕
通
氏
が
そ
の
論
稿
で
詳
し
く
述
べ
て
お
ら
れ
る）
（3
（

の
で
、
そ
れ

を
参
考
に
す
る
と
、
特
に
『
上
杉
家
文
書
』、『
知
恩
寺
文
書
』
等
の

史
料
か
ら
、
藤
田
派
の
僧
は
朝
廷
や
戦
国
大
名
等
と
深
い
親
交
を
持

ち
、
そ
の
助
力
が
あ
っ
た
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
そ
の
背
景

に
は
、
知
恩
寺
と
知
恩
院
の
本
末
争
い
に
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
さ
れ
、
知
恩
寺
を
中
心
と
し
た
藤
田
派
の
教
線
を
北
陸
、
奥
羽
地

方
へ
拡
げ
て
い
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
京
都
や
地
方
に
お
け
る

白
旗
派
や
名
越
派
と
の
勢
力
争
い
も
存
在
し
て
い
た
。

　

こ
う
い
っ
た
宗
内
各
派
が
対
抗
し
あ
う
情
勢
の
中
、
岌
州
は
第
三

〇
世
の
住
職
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
岌
州
の
出
自
や
事
績
、
知
恩
寺

へ
の
入
寺
等
に
つ
い
て
再
考
す
る
と）
（4
（

、
了
吟
が
著
し
た
『
新
撰
往
生

伝
』
）
（（
（

や
『
蓮
門
精
舎
旧
詞
』、『
寺
院
由
緒
書
』
等
に
そ
の
記
述
が
み

ら
れ
る
が
、『
新
編
会
津
風
土
記
』
巻
之
八
十
九
陸
奥
国
河
沼
郡
之

四
青
木
村
、
釈
門
の
条
に
、

岌
州　

此
村
の
産
に
て
京
師
智
恩
寺
三
十
世
の
住
職
な
り
、
一

に
生
江
山
城
が
奴
婢
の
子
と
云
、（
中
略
）
幼
く
し
て
正
德
寺

に
入
り
住
持
岌
圓
を
師
と
し
て
薙
髪
し
、
長
じ
て
京
師
に
游
び
、

名
聲
一
時
に
振
い
、
遂
に
百
萬
遍
に
視
篆
し
け
り
、
後
奈
良
天

皇
岌
州
を
禁
闕
に
召
て
法
を
説
か
し
め
紫
衣
を
賜
ひ
、
且
其
俗

姓
を
勅
問
あ
り
し
か
ば
、
答
る
に
葦
名
の
氏
族
と
云
を
以
て
せ

り
、
永
禄
の
比
故
郷
に
來
り
、
金
上
盛
備
に
依
て
葦
名
盛
氏
に

謁
す
、
此
時
盛
氏
叙
爵
の
綸
旨
を
帶
し
來
て
盛
氏
に
與
ふ
、
此

比
は
諸
國
戰
爭
の
最
中
な
れ
ば
、
都
鄙
路
阻
り
葦
名
氏
數
世
無

位
な
れ
ば
盛
氏
の
喜
悦
大
方
な
ら
ず
、
其
後
師
恩
を
報
謝
せ
ん

爲
、
正
德
寺
に
於
て
道
俗
を
集
め
、
説
法
し
て
念
佛
の
弘
通
を
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勸
め
、
再
び
京
師
に
歸
り
、
天
正
二
十
年
十
月
十
四
日
六
十
八

歳
に
て
遷
化
せ
り
、

　

安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
成
立
の
生
江
家
文
書
『
慶
長
記
』
）
（6
（

に
、

（
上
略
）
此
の
侍
ニ
生
江
大
善
大
夫
蒼
樹
邑
ニ
居
城
シ
給
ふ
、

此
家
老
若
死
ニ
し
て
妻
は
年
三
つ
成
男
子
ヲ
列
レ
テ
砂
越
村
渡

部
丹
波
守
、
是
も
盛
氏
の
侍
也
、
此
家
中
へ
後
妻
ニ
縁
付
、
列

レ
参
候
男
子
十
才
の
節
、
父
為
菩
提
ニ
出
家
ニ
し
て
正
德
寺
の

弟
子
ニ
成
り
、
廿
才
の
時
上
方
へ
学
文
ニ
登
り
、
勝
て
利
発
明

成
大
学
者
ニ
成
り
、
三
十
一
歳
の
時
御
倫
旨
頂
戴
し
て
岌
州
上

人
と
な
り
給
ふ
な
り
（
下
略
）

と
あ
っ
て
、
岌
州
は
天
正
二
〇
年
（
文
禄
元
年
・
一
五
九
二
）
に
六

八
歳
で
寂
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
生
ま
れ

と
な
る
。
そ
し
て
、
一
〇
歳
の
時
に
高
巌
寺
末
正
德
寺
の
中
興
岌
圓

の
も
と
で
剃
髪
、
二
〇
歳
に
し
て
修
学
の
た
め
上
方
、
京
都
へ
上
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
岌
州
三
一
歳
は
弘
治
元
年
（
一
五
五
五
）
後
奈

良
天
皇
の
御
代
で
あ
る
。『
新
撰
往
生
伝
』
巻
三
岌
州
伝
に
は
、
二

九
世
と
三
〇
世
と
い
う
世
代
の
間
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

（
上
略
）
正
親
町
天
皇
恒
稱
其
德
名
遂
賜
勅
請
綸
綍
主
於
德
山

爲
第
二
十
九
主

と
次
の
正
親
町
天
皇
の
勅
請
で
知
恩
寺
に
入
寺
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
た
め
、
弘
治
元
年
は
第
二
九
世
岌
善
に
師
事
し
た
頃
で
あ
り
、

後
奈
良
天
皇
の
前
で
説
法
し
、
紫
衣
を
賜
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
推

察
で
き
る
。

　
『
上
杉
家
文
書
』
）
（（
（

『
上
杉
年
譜
』
）
（（
（

に
は
公
卿
近
衛
前
久
と
越
後
上
杉

謙
信
と
の
会
談
を
知
恩
寺
の
岌
州
が
介
し
た
と
い
う
書
状
が
い
く
つ

か
あ
る
。
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
同
四
年
の
も
の
で
、
知
恩
寺
、

あ
る
い
は
岌
州
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
新
編
会
津
風
土

記
』
に
は
、
同
じ
頃
葦
名
盛
氏
に
叙
爵
の
綸
旨
を
携
え
て
会
津
に
下

向
し
た
と
い
う
記
述
も
み
ら
れ
る）
（（
（

。
岌
州
は
、
朝
廷
や
幕
府
か
ら
優

遇
さ
れ
た
百
万
遍
知
恩
寺
と
い
う
寺
院
の
名
の
下
で
、
上
杉
氏
、
葦

名
氏
の
使
僧
と
し
て
政
治
的
な
活
躍
を
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
そ
の
背
景
に
は
知
恩
寺
の
宗
内
で
の
地
位
確
立
と
藤
田
派
の

勢
力
拡
大
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
会
津
領
内
に
限

っ
て
述
べ
る
と
、『
新
宮
雑
葉
記
』
）
2（
（

に
、「
天
正
三
乙
　　

亥

年
盛
興
薨
し

玉
フ
此
歳
京
知
恩
寺
岌
州
僧
正
来
歴
」
と
、
天
正
三
年
（
一
五
七

五
）
葦
名
盛
氏
の
子
一
七
代
盛
興
が
逝
去
し
た
際
に
、
岌
州
は
会
津

に
下
向
し
て
お
り
、『
新
編
会
津
風
土
記
』
巻
之
九
十
四
、
陸
奥
国

河
沼
郡
之
七
野
沢
組
、
寺
院
の
条
に

常
泉
寺
（
中
略
）
天
然
山
と
號
す
、
天
正
四
年
の
草
創
と
雖
も

開
基
の
僧
を
傳
へ
ず
、
も
と
月
光
寺
と
云
し
が
、
後
京
師
百
萬
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遍
の
僧
こ
の
寺
に
止
宿
せ
し
時
末
山
と
な
し
今
の
寺
號
に
改
め

し
と
云
、
今
に
智（
知
恩
寺
）

恩
院
の
末
山
浄
土
宗
な
り
、（
下
略
）

と
あ
る
。
百
万
遍
の
僧
と
は
岌
州
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
月

光
寺
を
常
泉
寺
と
改
名
し
、
わ
ざ
わ
ざ
知
恩
寺
の
末
寺
と
し
て
い
た

こ
と
で
も
推
察
で
き
る）
2（
（

。

　

岌
州
は
会
津
河
沼
郡
青
木
村
の
生
江
氏
の
出
身
で
あ
っ
て
、
天
皇

の
勅
問
に
答
え
た
よ
う
に
葦
名
氏
の
一
族
と
い
う
の
は
疑
問
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
葦
名
盛
氏
は
爵
位
を
賜
っ
た
の
で

あ
る）
22
（

。
当
時
会
津
で
最
盛
期
を
迎
え
て
い
た
葦
名
氏
の
助
力
を
期
待

す
る
に
は
十
分
の
土
産
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
葦
名

氏
を
パ
ト
ロ
ン
に
、
高
巌
寺
を
中
心
と
し
た
藤
田
派
の
教
線
を
拡
げ

て
い
く
こ
と
、
そ
の
頂
点
は
知
恩
寺
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
岌
州

は
尽
力
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
教
線
の
伸
張
に
つ
い
て
は
開

山
さ
れ
た
寺
院
数
に
も
表
れ
て
い
る
。

三

　

戦
国
の
世
に
入
り
、
各
地
で
大
名
が
群
雄
割
拠
し
て
領
土
を
拡
大

し
、
京
都
を
治
め
よ
う
と
し
た
時
代
に
、
浄
土
宗
内
で
も
各
派
が
京

都
へ
進
出
、
地
方
で
の
勢
力
争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

一
つ
の
舞
台
が
会
津
地
方
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
戦
国
大
名

と
な
っ
て
内
外
に
充
実
し
て
い
た
会
津
葦
名
の
盛
舜
・
盛
氏
の
頃
に
、

高
巌
寺
系
藤
田
派
の
法
流
は
最
盛
期
を
迎
え
る
。
そ
し
て
そ
の
一
翼

を
担
っ
た
の
が
、
百
万
遍
知
恩
寺
の
岌
州
で
あ
っ
た
。
上
杉
氏
や
朝

廷
内
と
親
交
を
持
ち
、
政
治
的
な
活
躍
を
し
な
が
ら
、
会
津
地
方
に

限
ら
ず
藤
田
派
の
教
勢
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
藤
田
派
は
江
戸
時
代
初
期
に
お
い
て
消
滅
に
至
っ
て
い

く
。
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
に
知
恩
院
を
浄
土
宗
の
本
寺
と
す
る

御
教
書
が
発
さ
れ
、
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
に
は
宗
侶
の
香
衣
執

奏
権
が
知
恩
院
へ
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
知
恩
院
と
知
恩

寺
の
地
位
は
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
、
白
旗
派
へ
帰
属
・
転
派
す
る
藤
田
派

の
僧
や
知
恩
院
門
末
と
な
る
寺
院
が
増
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
先
学

諸
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
藤
田
派
は
白
旗
派
の
よ
う
に
知

恩
院
を
中
心
と
し
た
確
固
た
る
本
末
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
近
世
的
な
教
団
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
消
滅
の
要
因
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

加
え
て
、
勢
力
を
伸
ば
す
う
え
で
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
戦
国
大
名

の
動
静
も
大
き
な
原
因
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
織
田
政
権
の
崩
壊
に

端
を
発
し
）
23
（

、
会
津
に
お
け
る
葦
名
氏
の
滅
亡
、
越
後
に
お
け
る
上
杉

氏
の
転
封
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
お
け
る
藤
田
派
の
最
大
の
庇
護

者
を
失
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
反
対
に
、
徳
川
氏
と
檀
越
関



─ 26（ ─

係
を
持
っ
た
白
旗
派
は
諸
制
度
を
整
え
る
な
ど
し
て
さ
ら
に
飛
躍
し
、

浄
土
宗
の
中
心
的
な
地
位
を
確
立
し
て
い
く
。

　

岌
州
に
つ
い
て
言
え
ば
、
知
恩
寺
退
山
後
も
各
地
で
布
教
教
化
を

行
っ
て
い
る
。
山
形
庄
内
に
赴
い
た
記
述
が
「
羽
州
庄
内
専
念
寺
由

緒
書
」
に
あ
り
、
ま
た
、
美
作
誕
生
寺
の
再
建
に
際
す
る
棟
札
に

「（
上
略
）
于
時
天
正
四
丙
　　

子
年
四
月
七
日
ト
書
付
在
之
也
、
同
裏
、
前
知
恩

寺
團
蓮
社
岌
州
魯
耕
叟
ト
有
（
下
略
）」
と
あ
る）
24
（

。
大
阪
に
大
福
寺

を
建
立
し
た
記
述
も
あ
る）
2（
（

。
岌
州
は
、
知
恩
寺
を
退
い
た
後
も
精
力

的
に
藤
田
派
の
教
線
拡
大
に
努
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
、
晩
年
会
津
に
赴
い
た
こ
と
を
『
慶
長
記
』
に
、

（
上
略
）
上
人
之
曰
、
会
津
青
木
村
ハ
生
所
也
、
正
德
寺
ハ
菩

提
所
也
師
跡
也
、
親
之
墓
参
し
て
一
夜
成
共
師
跡
住
職
を
も
相

勤
、
印
ニ
位
牌
ヲ
立
置
度
候
由
数
年
願
罷
有
候
、
明
年
夏
罷
下

可
申
候
由
被
仰
け
り
、
盛
春
喜
悦
し
て
御
暇
乞
申
上
げ
、
帰
国

仕
候
て
盛
氏
江
参
上
し
て
京
都
両
所
共
に
首
尾
能
次
第
申
上
候
、

盛
氏
御
悦
ヒ
明
年
の
夏
上
人
の
御
下
り
待
給
ふ
也
、
翌
年
ハ
天

正
十
六
年
夏
、
上
人
善
光
寺
へ
参
詣
し
、
北
国
通
り
し
て
津
川

へ
参
着
シ
給
い
て
新
善
光
寺
ニ
御
泊
り
、
夫
よ
り
野
沢
浄（
常
泉
寺
）

泉
寺

ニ
御
泊
り
、
夫
よ
り
青
木
村
正
德
寺
ニ
参
着
被
成
け
り
、
背
中

あ
ぶ
り
坂
迄
御
迎
に
出
給
ふ
な
り
、
正
德
寺
江
参
着
被
成
、
二

夜
三
日
御
説
法
被
成
、（
下
略
）

と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
百
万
遍
知
恩
寺
や
藤
田
派
な
ど
と
い
う

肩
書
は
持
た
ず
、
会
津
生
ま
れ
の
一
僧
侶
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。「
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
夏
」
と
い
う
年
次
は
不

確
か
で
は
あ
る
が
、
岌
州
六
四
歳
の
時
で
あ
り
、
最
後
の
会
津
下
向

と
な
る
。
故
郷
に
思
い
を
馳
せ
、
師
僧
岌
圓
や
両
親
の
た
め
墓
参
・

回
向
を
し
た
い
と
願
う
の
は
至
極
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
信
州
善

光
寺
を
参
詣
し
、
津
川
新
善
光
寺
に
立
寄
り
、
自
ら
が
改
名
、
知
恩

寺
末
と
し
た
野
沢
常
泉
寺
に
泊
り
、
生
国
正
徳
寺
へ
到
着
し
て
い
る
。

『
慶
長
記
』
の
後
半
に
は
、
正
徳
寺
に
贈
っ
た
土
産
物
や
高
巌
寺
に

納
め
た
法
然
上
人
像
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　

徳
一
、
天
海
と
並
び
岌
州
は
会
津
三
傑
の
一
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
岌
州
を
含
む
藤
田
派
に
関
す
る
史
料
は
他
に
比
べ
て
少
な

い
。
諸
派
が
混
在
し
た
会
津
地
方
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
藤
田
派
の
動

静
、
岌
州
の
活
動
を
領
主
と
の
係
わ
り
と
と
も
に
さ
ら
に
調
べ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

 
 

註

（
１
）　
『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
中
（『
増
上
寺
史
料
集
』
第
六
巻
所

収
）
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（
２
）　
『
続
浄
土
宗
全
書
』
第
一
八
巻
所
収

（
３
）　
『
大
日
本
地
誌
大
系
』
二
五
、
二
六
、
二
七
、
二
八
、
二
九

（
４
）　
『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
中
（『
増
上
寺
史
料
集
』
第
六
巻
所

収
）

（
５
）　
『
佛
教
文
化
研
究
』
三
三
所
収
八
二
頁

（
６
）　
『
会
津
藩
家
世
実
記
』、
巻
之
二
七
一
文
化
二
年
二
月
十
一
日

の
条
、『
葦
名
盛
氏
葬
送
之
図
』

（
７
）　
『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
中
（『
増
上
寺
史
料
集
』
第
六
巻
所

収
）「
照
光
寺
由
緒
書
」

（
８
）　
『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
中
（『
増
上
寺
史
料
集
』
第
六
巻
所

収
）「
迎
接
寺
由
緒
書
」

（
９
）　
『
新
編
会
津
風
土
記
』
巻
之
七
十
四
、
陸
奥
国
大
沼
郡
之
四

（
（（
）　

盛
氏
の
時
代
以
後
も
、
天
文
一
九
年
（
一
五
五
〇
）
に
白
旗

系
の
憐
海
が
建
立
し
た
若
松
東
典
寺
は
、
文
禄
年
中
（
一
五
九

二
～
九
六
）
に
岌
鷲
に
よ
っ
て
清
林
寺
と
改
名
し
中
興
さ
れ
て

い
る
。
河
沼
郡
東
羽
賀
の
報
身
寺
は
、
寛
永
元
年
（
一
六
二

四
）
浄
順
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
が
、
同
一
九
年
（
一
六
四

二
）
に
曇
岌
に
よ
っ
て
高
巌
寺
末
と
し
て
中
興
さ
れ
て
い
る
。

大
沼
郡
砂
子
原
神
照
寺
（
甚
照
寺
）
は
浄
土
宗
内
他
派
で
相
続

し
な
が
ら
、
後
年
高
巌
寺
末
と
な
っ
て
い
る
。『
新
編
会
津
風

土
記
』、『
寺
院
由
緒
書
』
参
照

（
（（
）　
『
百
万
遍
知
恩
寺
誌
要
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
二
十
巻
所
収
）

第
二
、
歴
代
の
条

第
三
十
世
岌
州
上
人
は
團
蓮
社
圓
譽
太
翁
と
號
す
（
中

略
）
諸
國
を
歴
遊
し
て
顯
密
の
奥
旨
を
極
め
岌
善
上
人
に

隨
從
し
て
嗣
法
す
先
師
寂
後
當
寺
に
住
し
（
下
略
）

（
（2
）　
『
百
万
遍
知
恩
寺
誌
要
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
二
十
巻
所
収
）

（
（3
）　

藤
本
了
泰
博
士
「
知
恩
寺
岌
州
傳
の
補
正
（
上
・
下
）」

（『
仏
教
学
雑
誌
』
第
二
巻
第
一
号
・
第
二
号
所
収
）

　
　
　

藤
本
顕
通
氏
「
中
世
末
期
の
浄
土
宗
藤
田
派
僧
の
活
動
」

（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
十
四
巻
第
一
号
所
収
）

　
　
　

藤
本
顕
通
氏
「
近
世
初
頭
浄
土
宗
藤
田
派
僧
の
活
動
」（『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
十
六
巻
第
二
号
所
収
）

　
　
　

藤
本
顕
通
氏
「
室
町
期
北
陸
地
方
の
浄
土
宗
の
展
開
」（『
印

度
仏
教
学
研
究
』
第
四
十
巻
第
二
号
所
収
）

　
　
　

藤
本
顕
通
氏
「
知
恩
寺
岌
州
伝
新
考
」（『
印
度
学
仏
教
学
研

究
』
第
四
十
一
巻
第
二
号
所
収
）

（
（4
）　

藤
本
顕
通
氏
は
そ
の
論
稿
の
中
で
「
安
勝
寺
由
緒
書
」（『
増

上
寺
史
料
集
』
第
六
巻
所
収
）
の

　
　
（
上
略
）
開
山
岌
州
上
人
者
、
所
生
會
津
領
大（
河
）沼
郡
青
木
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村
之
領
主（
生
脱
）江

氏
右
近
令
嗣
也
、
明
應
年
中
起
立
之
、
永
正

頃
所
生
青
木
村
正
德
寺
移
住
、
大
永
之
初
津
川
町
移
住
新

善
光
寺
、
以
後
移
住
京
都
百
萬
遍
也
、（
下
略
）

　
　

と
の
記
述
よ
り
、
明
応
年
中
（
一
四
九
二
～
一
五
〇
一
）
に
安

勝
寺
を
開
山
し
た
あ
と
、
青
木
村
の
正
德
寺
、
津
川
の
新
善
光

寺
を
経
て
本
山
百
万
遍
知
恩
寺
に
入
寺
し
て
い
る
と
す
る
が
、

岌
州
の
出
生
年
や
『
慶
長
記
』
の
年
次
を
考
え
る
と
「
安
勝
寺

由
緒
書
」
の
記
述
は
不
確
か
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
（（
）　
『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
七
巻
所
収

（
（6
）　
『
生
江
家
文
書
』（『
会
津
坂
下
町
古
文
書
調
査
研
究
報
告
書
』

所
収
）

（
（（
）　
『
新
潟
県
史
』
資
料
編
３
中
世
一
文
書
編
Ⅰ
所
収

（
（（
）　

藤
本
顕
通
氏
「
藤
田
派
の
教
線
域
と
名
越
派
と
の
交
渉
」
八

七
頁
参
考

（
（（
）　
『
会
津
旧
事
雑
考
』（『
会
津
資
料
叢
書
』
下
巻
所
収
）
巻
七
、

正
親
町
院
百
七
代
、
永
禄
元
年
戊
午
の
条
に
も
同
様
の
記
述
が

あ
る
。

（
2（
）　
『
会
津
資
料
叢
書
』
下
巻
所
収

（
2（
）　
『
蓮
門
精
舎
旧
詞
』
巻
四
八
、『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
中

（『
増
上
寺
史
料
集
』
第
六
巻
所
収
）「
常
泉
寺
由
緒
書
」
に
よ

れ
ば
知
恩
寺
末
寺
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）　
『
会
津
鑑
』（『
会
津
史
料
大
系
』
所
収
）
巻
之
三
、
葦
名
修

理
大
夫
盛
氏
の
条
に
は
、
屋
形
号
の
称
を
許
さ
れ
た
記
述
も
み

ら
れ
る
。

（
23
）　
『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
下
（『
増
上
寺
史
料
集
』
第
七
巻
所

収
）「
尾
州
名
古
屋
養
林
寺
由
緒
書
」
に
よ
れ
ば
知
恩
寺
第
二

八
世
岌
長
に
つ
い
て
「
養
林
寺
前
住
智
恩
寺
二
十
八
代
、
開
山

天
蓮
社
曉
風
岌
長
上
人
、
姓
織
田
氏
、
信
長
一
家
也
、」
と
あ

り
、
同
書
「
尾
州
名
古
屋
養
蓮
寺
由
緒
書
」
に
も
「
岌
長
姓
氏

織
田
信
長
公
一
家
也
」
と
同
様
に
岌
長
が
織
田
一
族
で
あ
っ
た

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
織
田
信
長
ら
織
田

氏
か
ら
何
ら
か
の
助
力
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
24
）　
『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
下
『
美
作
國
寺
院
由
緒
記
』（『
増

上
寺
史
料
集
』
第
七
巻
所
収
）「
誕
生
寺
由
緒
書
」

（
2（
）　
『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
上
『
黒
谷
末
寺
由
緒
書
』（『
増
上

寺
史
料
集
』
第
五
巻
所
収
）
大
坂
大
福
寺
の
条
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「
仏
教
福
祉
」
述
語
整
理
上
の
問
題
点
④

─
上
田
千
秋
氏
に
よ
る
「
仏
教
社
会
事
業
」
論
の
学
問
的
性
質
追
求
と
仏
教
学
者
の
諸
説
へ
の
批
判
─

上　

田　

千　

年

【
は
じ
め
に
】

　

先
年
、
発
表
者
は
孝
橋
正
一
氏
の
「
仏
教
社
会
事
業
」
論
を
挙
げ
、

「
仏
教
福
祉
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
た
（『
佛
教
論
叢
』
五
十
六

号
所
収
の
拙
稿
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
）。 

今
回
、
そ
の
説
を
踏
襲

し
つ
つ
、
そ
の
学
問
的
性
質
を
探
求
し
た
上
田
千
秋
氏
の
説
か
ら

「
仏
教
福
祉
」
理
解
へ
の
一
助
と
し
た
い
。
併
せ
て
、
そ
の
中
で
述

べ
ら
れ
た
仏
教
学
者
所
説
の
「
仏
教
社
会
事
業
」
論
の
批
判
に
つ
い

て
も
述
べ
た
く
思
う
。

【「
仏
教
社
会
事
業
」
の
学
問
的
性
質
】

　

昭
和
四
十
五
（
一
九
七
〇
）
年
、『
仏
教
と
社
会
の
諸
問
題
』（
日

本
仏
教
学
会
編
）
所
収
の
「
仏
教
社
会
事
業
論
の
学
問
的
性
質
」
で

上
田
千
秋
氏
は
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

仏
教
社
会
事
業
の
学
問
的
性
質
を
追
求
す
る
試
み
は
、
戦
後
に

始
ま
っ
た
と
は
言
い
難
く
、
わ
れ
わ
れ
は
か
の
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
期
に
そ
の
萌
芽
的
所
産
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。（
中

略
）
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
及
び
戦
後
の
空
白
時
代
を
経
て
、

こ
れ
が
現
代
敵
装
い
を
こ
ら
し
て
再
び
登
場
し
て
き
た
。
即
ち

社
会
福
祉
学
界
で
は
仏
教
社
会
福
祉
学
の
呼
称
の
も
と
に
そ
の

特
性
を
追
求
す
る
者
が
漸
増
し
て
き
た
し
、
仏
教
学
界
で
も
同

様
の
呼
称
が
一
部
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
さ
ら
に

こ
れ
を
応
用
仏
教
学
と
し
て
把
握
使
用
と
す
る
動
き
も
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
肝
心
の
仏
教
社
会
事

業
（
学
）
は
、
社
会
科
学
と
し
て
の
社
会
福
祉
学
の
一
部
門
と

し
て
、
客
観
的
存
在
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
或
い
は
逆
に
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仏
教
の
現
代
化
と
い
う
命
題
を
に
な
い
つ
つ
、
仏
教
学
、
宗
教

学
の
一
部
門
と
し
て
理
論
的
要
請
に
耐
え
得
る
に
至
る
の
か
、

ど
ち
ら
で
あ
る
か
、
現
在
で
は
未
だ
分
類
論
の
段
階
で
停
迷
し

続
け
て
い
る
と
も
い
え
る
が
、
す
く
な
く
と
も
仏
教
社
会
事
業

の
理
論
探
求
に
当
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
的
立
場
は
堅
持
し

な
が
ら
、
人
間
学
的
発
想
の
も
と
に
、
相
互
排
他
性
を
払
拭
し

巨
視
的
融
合
化
を
企
図
す
る
試
み
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
確
か
に
前
進
し
た
と
い
え
る
（
中
略
）。
周
知
の
如
く
、

学
と
し
て
の
社
会
事
業
（
社
会
福
祉
学
）
は
す
ぐ
れ
て
実
践
的

な
社
会
事
業
活
動
の
指
針
た
る
べ
く
宿
命
づ
け
ら
れ
乍
ら
、
世

界
的
に
み
て
も
未
だ
小
児
期
に
あ
る
と
い
っ
て
良
い
し
、
学
問

的
誕
生
後
、
日
の
浅
い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
体
系
的
に
著
し

く
未
熟
な
状
況
に
あ
る
。（
三
四
五
～
三
四
六
頁
）

　

氏
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
仏
教
社
会
事
業
は
、
未
だ
社
会
科
学
の
一

部
門
な
の
か
仏
教
学
お
よ
び
宗
教
学
の
一
部
門
な
の
か
、
位
置
づ
け

ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
双
方
の
立
場
を
保
持
し
つ
つ
互

い
に
融
合
を
図
ろ
う
と
す
る
動
き
は
み
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
時
期
、
ま
だ
「
仏
教
福
祉
」
の
語
は
み
ら
れ
な
い
が
、
そ
の

前
段
階
と
し
て
の
「
仏
教
社
会
事
業
」
或
い
は
「
仏
教
社
会
福
祉
」

に
関
し
て
理
論
の
追
求
・
構
築
が
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

そ
れ
に
関
し
て
、
上
田
氏
も
慈
善
・
慈
恵
・
感
化
救
済
と
社
会
事

業
・
社
会
福
祉
に
於
い
て
概
念
的
区
分
は
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
本

論
中
に
指
摘
す
る
（
引
用
省
略
）。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
術
語
（
専
門

用
語
）
と
し
て
整
理
し
て
い
る
。

　
【
仏
教
学
者
に
よ
る
「
仏
教
社
会
事
業
」
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
】

　

更
に
社
会
事
業
を
専
攻
す
る
立
場
か
ら
上
田
氏
は
、
仏
教
（
宗

教
）
学
者
の
（
社
会
）
事
業
に
関
す
る
見
解
に
触
れ
て
い
る
。

仏
教
と
社
会
に
関
す
る
数
多
く
の
文
献
を
読
ん
で
考
え
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
は
、
か
の
聖
徳
太
子
が
日
本
社
会
事
業
の
元
祖
と
な

っ
て
い
る
場
合
が
非
常
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
社
会

事
業
に
仏
教
を
冠
し
た
場
合
の
文
献
で
は
必
ず
と
い
っ
て
良
い

ほ
ど
そ
う
で
あ
り
。
太
子
は
日
本
仏
教
の
開
祖
で
あ
り
同
時
に

日
本
社
会
事
業
の
開
拓
者
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
み
て

き
た
よ
う
に
社
会
事
業
は
現
存
社
会
体
制
の
枠
か
ら
逸
脱
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
許
さ
な
い

4

4

4

4

4

4

4

（
傍
点
引
用
者
）。
し
た
が
っ
て
太
子
は
日

本
仏
教
の
開
祖
と
い
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
社
会
事
業
の
、
ま

し
て
や
仏
教
社
会
事
業
の
元
祖
と
理
解
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
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の
で
あ
る
が
、
い
ま
か
り
に
通
俗
的
に
社
会
事
業
即
慈
善
事
業

と
解
し
た
と
し
て
も
な
お
か
つ
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。（
中

略
）
だ
が
、
明
治
の
末
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
聖
徳
太
子

を
社
会
事
業
の
始
祖
と
す
る
主
張
は
夥
し
く
存
在
す
る
し
、
哀

し
い
こ
と
に
社
会
事
業
学
者
の
文
章
に
そ
れ
を
発
見
す
る
こ
と

は
容
易
で
あ
り
、
社
会
事
業
の
概
論
書
や
社
会
事
業
史
の
研
究

書
に
お
い
て
神
秘
的
作
為
的
粉
飾
に
満
ち
た
聖
徳
太
子
と
四
箇

院
活
動
の
記
述
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。（
中
略
）
こ

の
種
の
超
歴
史
的
傾
向
が
、
現
代
に
於
い
て
も
な
お
根
強
く
温

存
さ
れ
て
い
る
の
は
、
仏
教
と
社
会
事
業
の
癒
着
関
係
を
飛
躍

さ
せ
て
、
本
来
、
仏
教
と
社
会
事
業
は
同
一
な
の
だ
と
い
っ
た

観
念
が
固
定
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
（
前

述
同
論
文
、
三
四
八
～
三
四
九
頁
）。

　

上
田
氏
は
、「
仏
教
社
会
事
業
」
理
解
に
つ
い
て
、
現
在
も
（
氏

の
論
文
発
表
後
、
四
十
年
以
上
経
た
現
在
も
同
じ
状
況
と
い
え
る

が
、）
超
歴
史
的
な
感
覚
の
存
在
を
聖
徳
太
子
の
例
を
通
し
て
指
摘

し
批
判
し
て
い
る
、
ま
た
仏
教
と
社
会
事
業
を
同
一
し
て
し
ま
う
観

念
の
固
定
も
危
惧
し
て
い
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
上
田
氏
の
関
係
論
文

が
あ
る
が
、
紙
数
を
考
慮
し
省
略
）。

　

更
に
仏
教
と
社
会
事
業
が
同
一
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
道
端
良
秀

氏
の
「
仏
教
の
社
会
福
祉
事
業
は
、
仏
教
の
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
こ
に

社
会
福
祉
事
業
が
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
、
仏
教
と
社
会
福

祉
事
業
は
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。」（
道
端
良
秀
『
中
国
仏
教

と
社
会
福
祉
事
業
』、
昭
和
四
十
二
（
一
九
六
七
）
年
、
一
三
頁
。）

と
い
う
主
張
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

（
前
略
）
仏
教
と
社
会
事
業
が
同
一
と
な
り
、
仏
教
の
社
会
教

化
や
、
仏
教
徒
の
捨
身
行
ま
で
、
こ
と
ご
と
く
社
会
事
業
で
あ

る
と
主
張
さ
れ
た
と
し
て
も
社
会
科
学
を
専
攻
す
る
視
点
か
ら

み
れ
ば
、
そ
の
思
考
と
展
開
を
理
解
す
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
仏
教
は
慈
悲
の
宗
教
で
あ
り
、

大
乗
の
菩
薩
行
で
あ
る
。
慈
悲
が
無
条
件
的
愛
で
あ
り
、
キ
リ

ス
ト
教
よ
り
も
遙
か
に
深
く
大
き
い
こ
と
を
私
共
は
嬉
し
く
思

う
。
仏
の
慈
悲
が
人
間
だ
け
で
な
く
あ
ら
ゆ
る
生
物
に
及
ぶ
こ

と
を
認
め
る
。
だ
が
『
金
光
明
経
』
の
捨
身
品
に
お
け
る
投
身

餓
虎
の
説
話
ま
で
引
き
出
さ
れ
て
、
こ
れ
を
〔
ま
さ
し
く
仏
教

社
会
事
業
で
あ
る
。〕
と
ま
で
主
張
さ
れ
る
道
端
教
授
の
見
解

を
是
認
す
れ
ば
、
単
に
人
間
の
社
会
生
活
の
み
で
は
な
く
、
地

球
上
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
の
営
み
に
対
す
る
実
践
は
す
べ
て

社
会
事
業
で
あ
る
と
い
っ
た
奇
妙
な
こ
と
に
あ
り
は
し
ま
い
か
。
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本
来
、
仏
教
は
そ
の
究
極
に
お
い
て
、
仏
教
そ
れ
自
身
を
超
越

す
る
と
こ
ろ
に
仏
教
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。（
中
略
）
仏
教
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
仏
教
を
信
じ
る
心
の

尊
さ
を
痛
感
し
つ
つ
あ
る
。（
中
略
）〔
慈
悲
の
実
践
を
な
す
人

は
、
自
分
は
慈
悲
を
行
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
高
ぶ
っ
た
、
と

い
う
と
ら
わ
れ
た
心
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
だ
真
の
慈
悲

で
は
な
い
。
慈
悲
の
実
践
は
、
慈
悲
の
実
践
と
い
う
意
識
を
超

え
た
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
る
〕
の
だ
と
す
れ
ば
、
仏
教
の
立
場

か
ら
み
て
も
、
慈
悲
行
（
ま
た
は
菩
薩
行
）
の
展
開
過
程
を
社

会
事
業
と
す
る
こ
と
は
意
識
的
誤
謬
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
引

用
文
中
の
〔
〕
内
は
、
中
村
元
『
慈
悲
』、
昭
和
四
十
二
〔
一

九
六
七
〕
年
、
一
一
六
～
一
二
〇
頁
）                                        

　

氏
の
仏
教
観
に
異
論
の
余
地
は
あ
る
が
今
は
控
え
る
。

　

た
だ
「
慈
悲
の
発
露
す
る
と
こ
ろ
悉
く
社
会
事
業
で
あ
る
」
こ
と

は
誤
謬
で
あ
る
と
い
う
点
は
支
持
す
る
。
そ
こ
に
は
上
田
氏
が
整
理

し
た
慈
善
・
慈
恵
的
行
為
と
社
会
事
業
の
概
念
的
区
分
が
反
映
さ
れ

ず
、
ま
っ
た
く
混
同
さ
れ
た
状
況
が
露
見
し
て
い
る
。
た
め
に
「
社

会
事
業
」
の
特
質
、
つ
ま
り
学
問
的
性
質
を
明
確
に
で
き
な
い
。

　

ま
た
上
田
氏
は
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。「
仏
教
学
者
の
社

会
事
業
論
に
広
く
認
め
ら
れ
る
第
一
の
特
徴
は
慈
悲
に
基
づ
く
愛
他

的
・
利
他
的
救
済
行
為
を
悉
く
仏
教
社
会
事
業
と
し
て
認
識
把
握
し

て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
。

　

い
ま
言
え
る
点
は
、「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
語
の
前
段
階
と
な
る

「
仏
教
社
会
事
業
」
に
つ
い
て
、
昭
和
四
〇
（
一
九
六
〇
）
年
代
に

於
い
て
も
、
そ
の
性
格
は
混
沌
し
た
状
況
に
あ
り
、
仏
教
学
者
、
あ

る
い
は
社
会
事
業
学
者
（
上
田
氏
に
拠
る
。）
の
間
に
仏
教
と
社
会

事
業
を
同
一
し
て
し
ま
う
観
念
の
固
定
が
随
所
に
み
ら
れ
、
未
だ
学

問
的
性
質
の
決
着
を
み
な
い
こ
と
だ
。

　

そ
の
影
響
を
受
け
て
、
一
連
の
「
仏
教
社
会
事
業
」「
仏
教
社
会

福
祉
「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
術
語
も
、
共
通
の
認
識
を
持
て
ず
今
日

の
よ
う
な
語
義
の
混
乱
を
生
み
出
し
た
と
判
断
す
る
。

 【
さ
い
ご
に
】

　

更
に
、
水
谷
幸
正
氏
の
述
べ
る
「
仏
教
即
福
祉
」
に
関
す
る
、
上

田
氏
の
見
解
も
あ
る
が
、
次
に
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
く
本
稿
を
終

え
る
。
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は
じ
め
に

　

祭
文
は
、
本
来
祭
礼
の
時
な
ど
神
仏
に
対
す
る
依
願
や
祝
詞
と
し

て
用
い
ら
れ
た
文
章
の
こ
と
を
い
い
、
祝
詞
は
、
祭
祀
の
儀
式
で
唱

え
て
祝
福
す
る
宣
命
体
で
書
か
れ
た
詞
で
あ
る
。

　

そ
の
文
章
に
は
神
仏
へ
の
礼
讃
や
依
願
の
詞
章
が
長
々
と
連
ね
ら

れ
、
独
特
の
節
付
け
で
朗
朗
と
フ
ウ
誦
す
る
の
で
、
音
曲
化
す
る
要

素
を
多
分
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
後
代
に
は
信
仰
か
ら
離
れ
て
、
様
々
な
文
言
が
組

み
込
ま
れ
、
語
り
物
形
態
の
歌
謡
と
し
て
楽
し
め
る
芸
能
に
変
化
し

て
行
き
、
民
衆
の
娯
楽
と
し
て
浸
透
し
て
い
っ
た
。

　

今
日
一
般
に
「
祭
文
」
と
い
え
ば
、
門
付
芸
能
や
大
道
芸
を
指
す

事
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
本
来
の
純
宗
教
的
な
「
祭
文
」
の
方
は

「
願
文
」
や
「
祝
詞
」
と
呼
ぶ
例
も
多
く
、
ど
の
よ
う
な
過
程
で
芸

能
化
さ
れ
た
か
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、 

祭
文
の
本
来

　
「
祭
文
」
の
最
も
古
い
用
例
と
さ
れ
て
い
る
の
は
『
続
日
本
記
』

延
暦
六
年
（
七
八
七
）
に
「
祀
天
神
於
交
野
其
祭
文
日
～
」
で
あ
る
。

こ
の
祭
文
は
中
国
の
影
響
下
に
、
天
界
に
住
む
天
神
や
先
帝
の
霊
を

祀
る
も
の
で
、
桓
武
天
皇
が
父
光
仁
天
皇
を
祀
る
た
め
に
、
こ
の
延

暦
六
年
、
交
野
に
郊
祀
壇
設
け
、
大
礼
に
倣
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ

る
。

　

平
安
時
代
（
七
九
四
～
一
一
九
二
）
に
は
神
道
で
も
仏
教
で
も
各

社
寺
の
祭
事
に
於
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
文
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

神
主
の
読
み
上
げ
る
祝
詞
も
、
巫
女
が
神
降
ろ
し
の
際
に
唱
え
る
呪

祭
文
の
研
究

─
祭
文
の
芸
能
化
─

加　

藤　

善　

也
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詞
も
祭
文
で
あ
る
が
、
仏
教
に
於
い
て
は
、
法
会
で
僧
が
唱
え
る
声

明
の
中
の
「
祭
文
」
が
和
製
声
明
の
曲
種
名
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
で
は
法
会
の
際
に
、
釈
迦
や
宗
祖
、
本
尊
や
祖
師
な
ど
の
徳

を
讃
え
て
供
養
す
る
「
願
文
」
を
奉
書
に
書
き
、
読
み
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
文
言
は
宗
派
や
目
的
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
漢
文
訓
読

体
で
、
ま
ず
法
会
と
そ
れ
を
催
す
年
月
日
を
述
べ
て
本
文
の
入
り
、

供
養
を
受
け
て
頂
き
た
い
旨
を
表
し
て
結
ぶ
。
音
楽
的
な
抑
揚
は
あ

る
も
の
の
、
そ
の
旋
律
は
二
音
を
中
心
と
し
た
た
ん
じ
ゅ
ん
な
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
音
の
高
低
は
、
当
時
の
言
語
の
ア
ク
セ
ン

ト
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
て
国
語
学
や
言
語
学
の
分
野
か
ら
注
目
さ

れ
て
い
る
。

　

仏
教
の
祭
文
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
本
来
は
陰
陽
道
系
の
「
呪
願

文
」
で
平
安
時
代
も
中
期
に
な
る
と
、
陰
陽
は
次
第
に
俗
信
化
し
て
、

除
災
招
福
の
祭
文
が
多
く
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
北
極
星
や
北
斗
七

星
と
い
っ
た
天
神
を
祀
る
「
北
辰
御
修
法
祭
文
」
や
「
地
神
供
祭

文
」
な
ど
あ
り
、
諸
国
を
遊
行
す
る
旅
僧
ま
で
も
が
、
行
く
先
々
の

土
地
の
人
た
ち
の
依
頼
に
応
じ
て
、
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
『
今
昔

物
語
』
の
説
話
か
ら
も
覗
え
る
。
そ
の
巻
き
十
七
に
は
、
錫
杖
を
振

り
、
法
螺
を
吹
き
、
地
蔵
の
名
を
称
え
て
人
々
に
善
心
を
催
さ
せ
た

と
い
う
祭
文
語
り
の
僧
が
登
場
し
て
い
る
。

　

平
安
後
期
に
な
る
と
、
祭
文
自
体
も
俗
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が

『
枕
草
子
』
第
二
三
三
段
の
記
述
な
ど
で
も
覗
え
る
。
そ
こ
に
は
陰

陽
師
が
行
う
「
宮
咩
奠
祭
文
」
の
祭
文
に
つ
い
て
、「
こ
と
ば
な
め

げ
な
る
も
の　

宮
の
め
の
祭
文
読
む
人
。」
又
同
本
第
一
七
〇
段
に

も
「
近
く
て
遠
き
も
の
宮
の
べ
の
祭
。
は
ぬ
は
ら
か
ら
親
族
の
仲
」

と
あ
る
。
宮
の
べ
は
「
み
や
の
め
」「
み
や
の
べ
」
と
も
記
さ
れ
、

通
常
、
正
月
と
十
二
月
の
初
午
の
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
祭
り
で
あ

る
。
暮
れ
と
正
月
と
は
「
近
く
」
で
あ
る
が
、
同
じ
年
の
く
ら
ま
で

は
「
遠
い
」
の
で
清
少
納
言
は
「
お
も
わ
ぬ　

兄
弟
や
親
族
の
仲
」

と
同
様
に
「
近
く
て
遠
い
も
の
」
と
き
し
て
い
る
。

　

こ
の
祭
り
は
、
不
吉
を
避
け
て
吉
祥
を
得
る
た
め
に
六
柱
の
神
に

供
物
な
ど
を
捧
げ
て
依
願
す
る
も
の
で
、
陰
陽
師
が
祭
文
を
修
し
た

が
、
そ
の
祭
文
は
駄
酒
落
を
連
ね
た
諧
謔
的
な
文
章
で
後
の
「
も
じ

り
祭
文
」
の
原
形
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

二
、　

中
世
の
祭
文

　

室
町
期
（
一
三
九
二
～
一
五
七
三
）
の
祭
文
の
文
言
が
幾
つ
か
残

っ
て
い
る
が
、
中
で
も
、
釈
迦
と
そ
の
弟
子
達
が
修
業
し
た
イ
ン
ド

の
祇
園
精
舎
の
守
護
神
で
あ
る
牛
頭
天
王
の
祭
文
が
し
ら
れ
て
い
る
。

牛
頭
天
王
は
頭
上
に
牛
の
頭
を
持
つ
忿
怒
相
で
表
わ
さ
れ
る
が
、
そ
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の
信
仰
は
イ
ン
ド
か
ら
中
国
を
経
て
我
が
国
に
伝
わ
っ
た
。

　

日
本
で
は
、
古
来
の
神
話
と
集
合
し
て
素
さ
鳴
尊
の
化
身
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
た
り
、
薬
師
如
来
の
垂
迹
と
も
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

既
に
平
安
時
代
に
は
、
京
都
の
八
坂
郷
に
牛
頭
天
王
を
迎
え
た
祇
園

社
（
現
在
の
八
坂
神
社
）
が
建
立
さ
れ
、
疫
病
除
け
の
神
と
し
て

人
々
の
信
仰
を
あ
つ
め
た
。
こ
の
信
仰
が
全
国
に
伝
播
す
る
に
つ
れ
、

息
災
延
命
や
子
孫
繁
栄
と
い
っ
た
御
利
益
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
「
牛
頭
天
王
之
祭
文
」
の
初
め
の
部
分
に
は
、
牛
頭
天
王
と
そ
の

王
子
八
人
を
迎
え
て
願
い
事
を
す
る
た
め
に
酒
を
そ
な
え
る
。
と
あ

り
、
次
い
で
牛
頭
天
王
の
説
話
と
な
る
。
牛
頭
天
王
は
旅
先
で
宿
を

乞
う
た
所
、
裕
福
な
弟
の
小
舟
長
者
は
断
り
、
貧
し
い
兄
の
蘇
民
将

来
は
大
切
に
も
て
な
し
た
。
意
地
の
悪
い
弟
は
牛
頭
天
王
に
疫
病
で

滅
ぼ
さ
れ
る
が
、
蘇
民
将
来
の
一
族
と
、
小
舟
長
者
に
嫁
い
で
い
た

彼
の
娘
は
、
牛
頭
天
王
か
ら
教
わ
っ
た
通
り
、
柳
の
札
に
「
蘇
民
将

来
之
子
孫
也
」
と
書
い
た
護
符
を
標
べ
と
し
て
掛
け
て
い
た
の
で
助

け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
最
後
に
は
牛
頭
天
王
や
王
子

た
ち
に
、
疫
病
や
災
難
に
会
わ
な
い
よ
う
に
除
災
を
願
う
内
容
で
あ

る
。

　

こ
の
他
、
語
り
物
と
し
て
の
古
風
な
祭
文
が
、
各
地
方
に
今
も
な

お
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
伊
豆
諸
島
の
絶
海
の
孤
島
、
東
京
都
青
ヶ
島

の
「
船
子
口
祭
文
」
は
宗
教
と
信
仰
の
姿
を
色
濃
く
留
め
、
神
主
、

卜
部
、
舎
人
、
巫
女
等
か
ら
成
る
祭
祀
組
織
が
独
自
の
祭
文
を
行
っ

て
い
る
。

　

ま
た
東
北
地
方
で
は
、
家
の
神
と
し
て
信
仰
し
て
い
る
「
お
し
ら

様
」
の
祭
日
に
は
、
神
棚
な
ど
か
ら

お
し
ら
様
を
出
し
て
神
饌
を
供
え
、
新
し
い
衣
を
重
ね
着
さ
せ
て
、

盲
目
の
巫
女
で
あ
る
イ
タ
コ
が
手
に
持
っ
て
祭
文
を
唱
え
な
が
ら
踊

ら
せ
る
。
こ
の
行
事
を
「
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
」
と
か
「
オ
シ
ラ
遊

び
」
と
い
い
「
お
し
ら
祭
文
」
は
物
語
と
し
て
芸
能
化
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
高
知
県
の
「
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
」
や
中
国
地
方
の
神
楽

で
演
じ
ら
れ
る
「
五
行
祭
文
」、
京
都
市
太
秦
の
広
隆
寺
の
「
牛
祭

祭
文
」
の
例
も
あ
る
。

　

太
秦
の
広
隆
寺
の
牛
祭
は
京
都
三
大
奇
祭
り
の
一
つ
と
し
て
知
ら

れ
る
夜
祭
で
、
十
月
十
二
日
頃
（
旧
暦
九
月
十
二
日
）
に
行
な
わ
れ

る
が
、
現
在
は
休
止
し
て
い
る
。
安
永
九
（
一
七
八
〇
）
年
刊
の

『
都
名
所
図
絵
』
巻
之
四
の
説
明
に
は
、「
聖
徳
太
子
は
じ
め
て
執
行

ひ
た
ま
ひ
祭
文
は
弘
法
大
師
（
七
七
四
～
八
三
五
）
が
こ
の
祭
文
の

作
者
で
、
そ
の
頃
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
が
、

『
往
生
要
集
』
を
著
し
た
源
信
僧
都
（
九
四
二
～
一
〇
一
七
）
作
っ

た
と
い
う
説
も
あ
る
。　
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図
絵
に
読
い
て
そ
の
「
祭
文
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、「
そ
れ

を
も
ん
み
れ
ば
（
夫
以
～
）」
に
始
ま
っ
て
「
敬
白
謹
上
再
拝
」
で

終
わ
る
定
型
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
内
容
は
諧
謔
に
み
ち
た
文
言
を

連
ね
て
、
国
家
安
穏
、
五
穀
豊
穣
を
祈
り
、
読
め
ば
読
む
程
、
何
と

も
奇
妙
で
不
可
解
な
祭
文
で
あ
る
。

　
『
都
名
所
図
会
』
の
摩
咤
羅
神
は
天
狗
の
面
を
被
り
、
後
ろ
向
き

に
牛
に
跨
っ
て
い
る
の
も
奇
怪
で
、
神
秘
的
で
し
め
や
か
で
あ
り
、

一
九
六
四
年
に
発
見
さ
れ
た
金
春
禅
竹
の
能
楽
理
論
書
『
明
宿
集
』

（
講
談
社
刊
）
に
拠
れ
ば
、
こ
の
神
は
猿
楽
者
の
宿
神
、
つ
ま
り
芸

能
神
で
、
猿
楽
（
呪
師
猿
楽
の
後
身
）
の
祀
神
と
な
り
、
翁
の
成
立

に
深
く
関
わ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。

　

奈
良
元
興
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
康
暦
三
（
一
三
八
一
）
年
の
年

記
が
あ
る
「
和
合
祭
文
」
は
、
心
変
わ
り
し
た
夫
を
再
び
元
に
戻
す

た
め
の
祭
文
で
、
全
く
逆
の
立
場
の
「
離
別
祭
文
」
と
が
一
対
に
な

っ
て
お
り
、
中
世
庶
民
の
息
づ
か
い
が
聞
き
取
れ
、
歌
謡
化
し
、
文

言
中
に
秀
句
を
折
り
込
ん
で
娯
楽
性
の
強
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。

　

こ
う
し
た
祭
文
は
、
陰
陽
道
や
神
道
と
も
習
合
し
な
が
ら
修
験
道

と
の
結
び
付
き
を
よ
り
濃
く
し
て
い
き
、
山
伏
の
手
で
独
自
の
展
開

を
遂
げ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。

三
、　

山
伏
の
祭
文

　

修
験
道
は
日
本
古
来
の
山
岳
信
仰
に
基
き
、
山
中
の
修
行
に
よ
る

呪
力
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
修
験
者
を
山
伏
と
よ
ぶ
。

勧
進
の
た
め
に
諸
国
行
脚
を
し
た
り
、
修
行
成
果
の
実
践
の
場
と
し

て
里
に
出
た
り
も
し
た
。

　

そ
う
し
た
折
に
、
神
社
仏
閣
の
縁
起
を
説
く
祭
文
や
、
四
肢
五
体

は
仏
菩
薩
の
造
る
と
こ
ろ
を
説
く
密
教
的
思
考
の
「
胎
内
巡
り
」

「
五
輪
砕
五
体
図
祭
文
」、「
法
華
経
」
方
便
品
に
発
す
る
「
賽
の
河

原
祭
文
」
な
ど
、
宗
教
色
の
強
い
「
唱
導
祭
文
」
を
も
っ
て
回
遊
し
、

加
持
祈
祷
の
呪
法
を
行
っ
た
り
、「
山
伏
説
法
」
と
呼
ば
れ
る
神
仏

の
功
徳
や
霊
験
譚
な
ど
の
説
法
を
行
っ
て
人
々
の
帰
依
信
心
を
得
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

明
応
九
（
一
五
〇
〇
）
年
十
一
月
頃
成
立
と
さ
れ
る
絵
巻
物
『
七

十
一
番
職
人
尽
歌
合
』
に
も
山
伏
が
登
場
す
る
が
、
貴
族
が
自
ら
を

職
人
に
見
立
て
て
、
左
右
に
分
か
れ
て
歌
を
詠
み
、
そ
れ
ら
の
歌
の

優
劣
競
う
も
の
で
、
巫
女
や
陰
陽
師
の
よ
う
な
呪
術
師
、
山
伏
、
僧

侶
、
桂
女
、
辻
君
（
遊
女
）
な
ど
も
職
人
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

当
時
は
、
芸
能
者
や
絵
師
な
ど
芸
術
者
と
も
言
え
る
人
々
ま
で
も
が

職
人
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
興
味
を
ひ
か
れ
る
。
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元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
刊
の
風
俗
辞
典
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
の

巻
き
七
に
は
厄
祓
い
と
と
も
に
、
祭
文
を
語
る
山
伏
の
図
が
あ
り

「
此
山
伏
の
所
作
祭
文
と
て
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
…
…
」
と
あ
り
、「
そ
れ
さ
え
有

を
江
戸
祭
文
と
い
ふ
は
白
ご
ゑ
に
し
て
力
身
を
第
一
と
し
て
、
哥
浄

瑠
璃
の
せ
ず
と
い
う
こ
と
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
。
山
伏
た
ち
は
、
加
持
祈
祷

の
後
で
神
酒
や
神
饌
を
下
し
て
頂
く
慰
労
の
酒
宴
の
直
会
で
の
余
興

に
、
ま
た
、
一
宿
一
飯
の
謝
礼
代
わ
り
に
、
祭
文
の
形
を
か
り
た
通

俗
的
な
「
語
り
物
」
を
演
じ
、
当
意
即
妙
の
諧
謔
性
や
ニ
ュ
ー
ス
性

も
加
わ
っ
て
、
娯
楽
の
少
な
か
っ
た
当
時
の
人
々
を
大
い
に
楽
し
ま

せ
て
い
る
。

四
、 

祭
文
の
諸
態

　

中
世
に
説
経
師
が
芸
人
化
し
た
話
は
、
謡
曲
「
自
然
居
士
」
な
ど

は
良
い
例
で
あ
る
。
東
山
雲
居
士
造
営
の
た
め
と
称
し
て
、
勧
進
札

を
買
わ
せ
る
た
め
に
一
七
の
説
法
を
す
る
。
風
誦
文
を
表
白
し
、
縁

起
な
ど
を
語
る
説
経
と
な
り
「
い
ざ
聴
衆
の
眠
覚
さ
ん
と
、
高
座
の

上
に
て
一
さ
し
御
舞
」
を
舞
う
の
で
あ
る
。
説
経
は
因
縁
比
喩
を
と

り
な
が
ら
、
節
や
抑
揚
を
つ
け
た
語
り
物
の
あ
い
だ
に
、
平
安
時
代

ま
で
は
教
化
の
よ
う
な
法
文
歌
の
詠
唱
を
は
さ
ん
だ
の
が
、
中
世
に

は
早
歌
、
小
歌
、
に
置
換
え
ら
れ
舞
ま
で
舞
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で

完
全
な
芸
人
で
あ
る
。

　

説
経
祭
文
に
お
け
る
地
語
り
は
、
経
典
の
功
徳
、
霊
験
譚
、
社
寺

縁
起
、
高
僧
一
代
記
な
ど
で
、
た
と
え
ば
「
小
栗
判
官
照
手
姫
」

「
石
童
丸
刈
萱
道
心
」「
信
徳
丸
」
な
ど
薄
幸
の
主
人
公
が
因
縁
に
よ

っ
て
艱
難
辛
苦
を
な
め
、
一
度
は
死
ん
で
神
仏
の
加
護
で
蘇
生
し
、

や
が
て
神
あ
る
い
は
仏
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
本
地
物
一
般

の
筋
で
あ
る
。
親
子
夫
婦
の
情
愛
を
織
り
込
ん
で
大
衆
の
涙
を
さ
そ

う
結
末
で
神
仏
の
救
済
を
信
ず
る
物
語
と
な
っ
て
、
世
俗
的
な
歌
祭

文
や
、
説
経
浄
瑠
璃
に
近
づ
い
て
い
っ
た
。

　

説
経
祭
文
に
お
け
る
発
声
は
、
声
明
と
朗
詠
が
基
本
で
『
七
十
一

番
職
人
尽
歌
合
』
の
「
早
歌
う
た
ひ
」
に　
「
別
路
に　

な
く
か
う

た
う
か　

か
れ
声
の　

し
ぼ
り
あ
げ
た
る　

袖
の
名
残
は
」　

と
あ

る
の
は
、
泣
く
よ
う
に
謡
う
よ
う
に
「
し
わ
が
れ
声
」
を
し
ぼ
り
あ

げ
る
の
が
早
歌
の
発
声
で
、「
力
身
声
」「
へ
ば
り
声
」
で
う
た
っ
て

い
る
。

　

山
伏
の
演
ず
る
祭
文
も
本
来
が
宗
教
的
祭
文
で
あ
る
た
め
、
節
回

し
に
声
明
の
影
響
が
あ
り
、「
そ
も
そ
も
祓
い
清
め
奉
る
」
と
か

「
そ
も
そ
も
勧
進
降
ろ
し
奉
る
」
と
い
っ
た
文
言
で
始
ま
っ
て
「
敬
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っ
て
申
す
」
で
お
わ
る
形
式
を
踏
ま
え
て
い
る
。
し
か
も
マ
イ
ク
な

ど
拡
声
手
段
の
無
か
っ
た
時
代
に
大
勢
の
人
々
に
声
を
届
か
せ
て
聞

か
せ
る
に
は
発
声
に
工
夫
が
あ
つ
た
。　　
　

　

そ
の
発
声
は
「
白
声
」
で
平
声
（
普
通
の
柔
ら
か
い
声
で
呂
・
律

の
呂
の
声
）
の
反
対
語
。
喉
を
つ
め
た
硬
い
声
、
律
の
声
に
当
た
り
、

調
伏
五
壇
法
等
の
と
き
に
、
伴
僧
た
ち
が
陀
羅
尼
を
唱
え
る
声
は
、

平
音
で
な
く
て
、
白
音
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。（『
密
教
大

辞
典
』）
そ
の
声
の
こ
と
で
、「
力
み
声
（
気
張
っ
た
声
）」
と
か

「
へ
ば
り
声
（
潰
れ
た
声
）」
と
呼
ば
れ
る
嗄
れ
声
で
、
太
く
て
密
度

の
濃
い
声
で
、
遠
く
に
も
通
る
説
得
力
の
あ
る
声
で
、
そ
の
後
の
日

本
の
語
り
物
、
謡
曲
・
浄
瑠
璃
や
祭
文
に
流
れ
を
ひ
く
浪
花
節
等
諸

芸
に
も
通
じ
る
も
の
で
、
縁
日
や
市
場
、
流
し
物
売
り
声
に
も
共
通

し
て
い
る
。

　

山
伏
祭
文
を
真
似
た
願
人
坊
主
の
滑
稽
譚
に
よ
っ
て
、
祭
文
の
芸

能
化
が
急
速
に
進
み
、
門
付
芸
に
も
な
っ
て
い
っ
た
が
、
同
じ
頃
室

町
末
期
に
琉
球
か
ら
伝
来
の
三
線
を
改
良
し
た
「
三
味
線
」
が
新
し

い
庶
民
の
楽
器
と
し
て
普
及
し
つ
つ
あ
っ
た
。
元
禄
期
（
一
六
八
八

～
一
七
〇
四
）
に
な
る
と
、
三
味
線
を
伴
奏
に
、
心
中
事
件
や
仇
討

ち
話
と
い
っ
た
耳
よ
り
な
世
間
話
を
読
み
込
ん
だ
「
祭
文
」
京
大
阪

を
中
心
に
流
行
し
、
こ
れ
を
「
歌
祭
文
」
と
称
し
た
。

　

歌
詞
は
瓦
版
に
仕
立
て
ら
れ
、
実
話
を
脚
色
し
た
心
中
物
や
情
話

は
ニ
ュ
ー
ス
性
も
あ
っ
て
、
庶
民
の
関
心
度
も
高
く
、
語
る
口
調
も

三
味
線
に
乗
る
よ
う
に
「
口
説
風
」
と
な
っ
て
い
た
。
特
に
人
気
の

あ
っ
た
演
目
は
「
お
さ
ん
茂
兵
衛
」「
お
千
代
半
兵
衛
」「
お
俊
伝
兵

衛
」「
お
初
徳
兵
衛
」「
お
染
久
松
」「
小
三
金
五
郎
」「
お
夏
清
十

郎
」「
八
百
屋
お
七
」
で
、
井
原
西
鶴
（
一
六
四
二
～
九
三
）
や
近

松
門
左
衛
門
（
一
六
五
三
～
一
七
二
四
）
な
ど
の
作
品
に
大
き
な
影

響
を
あ
た
え
、
さ
ら
に
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
世
話
物
に
仕
立
て

ら
れ
て
一
世
を
風
靡
し
、
現
在
も
人
気
の
演
目
で
あ
る
。

　
『
嬉
遊
笑
覧
』（
文
政
十
三
）
巻
六
ノ
上
「
音
曲
」
の
な
か
に
は
、

宝
永
五
年
版
『
伽
羅
女
』
に
「
京
う
た
祭
文
あ
り
其
の
図
一
人
三
弦

ひ
き
一
人
錫
杖
ふ
り
て
唄
う
こ
と
云
々
」
と
あ
り
、
ま
た
『
摂
陽
奇

観
』（
化
成
期
）
の
中
に
も
「
生
玉
の
境
内
賑
は
か
り
し
頃
こ
こ
は

名
代
の
歌
祭
文
と
て
葭
簀
囲
い
の
床
を
設
け
一
人
は
錫
杖
を
振
り
一

人
は
三
弦
を
鳴
ら
し
て
祭
文
を
語
る
」
と
そ
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
。

　

江
戸
中
期
に
入
り
歌
祭
文
も
浄
瑠
璃
（
特
に
義
太
夫
節
）
の
目
覚

し
い
流
行
に
押
さ
れ
、
漸
次
衰
退
の
途
を
た
ど
り
、
江
戸
後
期
に
入

る
頃
に
は
都
会
か
ら
姿
を
消
し
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
の
挿
絵
に
出
て

く
る
よ
う
な
祭
文
読
み
が
、
三
味
線
の
代
わ
り
に
法
螺
貝
を
口
に
当

て
て
、
実
際
に
吹
く
の
で
な
く
デ
レ
ン
デ
ロ
レ
ン
な
ど
と
、
口
三
味
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線
を
入
れ
る
や
り
方
の
「
貝
祭
文
」
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

貝
祭
文
は
、
関
東
で
は
「
デ
ロ
レ
ン
祭
文
」
と
俗
称
さ
れ
、
江
戸

中
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
北
は
奥
羽
か
ら
南
は
九
州
ま
で
広
ま
っ

た
。
こ
の
貝
祭
文
か
ら
派
生
し
て
、
祭
文
音
頭
、
チ
ョ
ン
ガ
レ
節
や

少
し
早
間
の
ち
ょ
ぼ
く
れ
節
と
い
っ
た
芸
能
が
起
こ
り
、
ち
ょ
ぼ
く

れ
（
お
ぼ
く
れ
）
は
、
さ
ら
に
阿
保
陀
羅
経
を
生
み
、
チ
ョ
ン
ガ
レ

（
ち
ょ
ん
が
り
）
は
浮
か
れ
節
、
浪
花
節
、
浪
曲
と
転
化
し
て
い
っ

た
。お

わ
り
に　
　
　
　

　

日
本
の
芸
能
歌
謡
史
は
、
近
世
の
娯
楽
化
し
た
歌
祭
文
を
取
り
上

げ
て
い
る
が
、
そ
の
母
指
を
な
し
た
中
世
の
山
伏
祭
文
を
軽
視
し
た

き
ら
い
が
あ
り
、
近
世
の
歌
祭
文
を
つ
な
ぐ
べ
き
中
世
の
祭
文
に
注

意
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
内
容
が
余
り
に
も
仏
教
的
で
、

密
教
、
浄
土
教
が
濃
厚
だ
っ
た
と
い
え
る
。　

　

演
劇
性
と
文
学
性
を
も
た
せ
る
に
は
、
神
仏
よ
り
も
人
情
が
語
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
親
子
の
情
、
男
女
の
愛
情
、
主
従
の
義
理
人

情
な
ど
の
素
材
が
多
く
、
嫉
妬
や
憎
悪
、
横
恋
慕
、
神
仏
の
祟
り
や

宿
命
な
ど
神
仏
の
救
済
に
よ
っ
て
結
末
し
な
け
れ
ば
唱
導
芸
能
は
成

立
し
な
い
。

　

本
来
芸
能
は
流
転
し
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
い
く
も
の
で
「
歌
祭

文
」
を
真
似
た
く
と
も
三
味
線
の
入
手
が
容
易
で
な
い
人
々
や
「
も

じ
り
祭
文
」
の
詞
章
を
物
語
風
に
演
じ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
関
東
で

は
法
螺
貝
を
代
用
し
た
。
そ
の
後
も
地
方
の
盆
踊
り
唄
や
江
州
音
頭
、

瞽
女
唄
、
一
中
節
、
義
太
夫
節
、
民
謡
松
阪
祭
文
等
の
な
か
に
も
面

影
を
残
し
、
踊
り
口
説
の
叙
事
的
な
歌
詞
は
、
門
付
け
芸
能
者
の
伝

え
た
「
門
付
祭
文
」
の
系
譜
で
あ
る
。

　
「
教
化
」
と
い
え
ば
、
今
は
説
教
や
布
教
活
動
等
さ
す
け
れ
ど
も
、

古
代
に
お
い
て
は
宗
教
的
な
語
り
物
に
、
節
を
つ
け
て
読
誦
す
る
こ

と
で
あ
り
、
歌
謡
を
詠
唱
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
元
来
祭
文
は
祈
祷

の
表
白
願
文
の
た
ぐ
い
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
唱
導
の
持
つ
宗
教
性

と
娯
楽
性
の
二
面
の
う
ち
、
娯
楽
性
だ
け
を
追
及
す
る
こ
と
で
な
く
、

変
化
し
た
貝
祭
文
、
浪
曲
、
祭
文
踊
り
音
頭
、
あ
る
い
は
平
曲
、
謡

曲
、
筝
曲
、
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
な
ど
に
求
め
る
必
要
が
あ
る
。
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東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
全
浄
青
の
活
動　
―
未
来
を
見
つ
め　

今
を
生
き
る
―

小　

林　

善　

道

は
じ
め
に

　

阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
十
七
回
忌
の
節
目
を
迎
え
、
総
本
山
知
恩

院
で
の
「
宗
祖
法
然
上
人
８
０
０
年
大
遠
忌
」
を
目
前
に
控
え
た
、

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
、
宮
城
県
沖
を
震
源
と
し
た
観
測
史
上

最
大
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
9.0
の
巨
大
地
震
（
東
日
本
大
震
災
）
が
発

生
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
東
北
地
方
と
関
東
地
方
沿
岸
部
は
、
巨
大

津
波
に
よ
る
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、
建
物
の
全
半
壊
数
は
39
万
戸

を
越
え
、
死
者
・
行
方
不
明
者
数
は
合
わ
せ
て
約
1.9
万
人
に
も
お
よ

ん
だ
。

　

東
日
本
大
震
災
発
生
当
時
、
全
浄
青
事
務
局
を
勤
め
て
い
た
、
第

二
十
一
期
全
国
浄
土
宗
青
年
会
元
理
事
長
貴
田
大
介
上
人
を
は
じ
め
、

二
十
一
期
事
務
局
員
の
多
く
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
被
災
者
で
あ

る
。
多
く
の
事
務
局
員
の
自
坊
は
、
全
壊
ま
た
は
半
壊
し
、
私
の
自

坊
は
、
屋
根
瓦
の
崩
落
や
外
塀
の
倒
壊
、
本
堂
や
庫
裡
の
損
傷
等
は

あ
っ
た
が
、
な
ん
と
か
損
壊
が
最
小
限
で
あ
っ
た
為
、
数
ヶ
月
間
民

間
の
避
難
所
と
し
て
信
徒
会
館
を
開
放
し
、
本
堂
脇
の
座
敷
は
、
全

国
か
ら
集
ま
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
現
地
事
務
局
兼
宿
泊
施
設

と
な
っ
た
。
そ
ん
な
被
災
経
験
も
あ
っ
て
か
、
東
日
本
大
震
災
発
生

当
初
か
ら
、
こ
の
未
曾
有
の
大
災
害
に
対
し
、「
我
々
、
全
国
浄
土

宗
青
年
会
に
何
が
で
き
る
の
か
」、「
い
ま
何
を
す
べ
き
な
の
か
」
と
、

様
々
な
意
見
や
情
報
を
被
災
地
内
外
の
会
員
や
諸
先
輩
方
と
交
換
し

な
が
ら
、
今
日
ま
で
や
っ
て
き
た
。

　

時
に
は
、
度
重
な
る
大
き
な
余
震
に
よ
っ
て
被
災
地
で
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
一
旦
中
止
す
る
と
い
う
苦
渋
の
決
断
を
し
、「
な
ん

と
か
被
災
地
の
為
に
」
と
の
、
全
国
の
会
員
の
皆
様
か
ら
の
有
難
い

支
援
希
望
を
お
断
り
し
た
事
も
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
全
国
浄
土
宗
青
年
会
と
い
う
組
織
が
、
東
日
本
大
震
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災
の
よ
う
な
大
災
害
の
渦
中
に
お
い
て
、「
何
が
出
来
」、「
何
を
す

べ
き
で
あ
る
の
か
」、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
被
災
者
経
験
と
、
こ
の

一
年
半
の
活
動
を
基
に
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

一
、
主
な
活
動

　

第
二
十
一
期
全
国
浄
土
宗
青
年
会
で
は
、
東
日
本
大
震
災
発
生
直

後
よ
り
、
浄
青
会
員
間
の
情
報
共
有
ツ
ー
ル
で
あ
る
メ
ー
リ
ン
グ
リ

ス
ト
『
４
８
Ｎ
Ｅ
Ｔ
（
よ
ん
ぱ
ち
ネ
ッ
ト
）』
や
、
全
浄
青
災
害
支

援
特
集
ブ
ロ
グ
、
ま
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
サ
ー
ビ
スT

w
itter

（
ツ
イ
ッ
タ

ー
）
等
を
主
に
活
用
し
、
ま
ず
総
本
山
知
恩
院
三
門
前
や
全
国
各
地

で
の
救
援
募
金
托
鉢
（
托
鉢
趣
意
書
）
を
呼
び
か
け
、「
写
真
型
簡

易
仏
壇
」
の
提
供
、
浄
土
宗
宗
務
庁
と
連
携
し
救
援
物
資
の
提
供

（
文
房
具
・
毛
布
・
水
等
）
等
を
行
っ
た
。
ま
た
、
４
８
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に

よ
る
被
災
地
域
の
情
報
交
換
や
、
当
時
の
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
浄
青
理
事

長
東
海
林
良
昌
上
人
を
は
じ
め
、
被
災
地
域
在
住
・
被
災
地
入
り
し

た
会
員
や
Ｏ
Ｂ
各
上
人
か
ら
の
情
報
提
供
を
受
け
、
震
災
発
生
約
一

ヶ
月
後
よ
り
、
貴
田
大
介
上
人
を
は
じ
め
、
全
浄
青
事
務
局
ス
タ
ッ

フ
も
被
災
地
入
り
し
被
災
状
況
等
を
視
察
、
津
波
に
よ
り
甚
大
な
被

害
が
出
た
浄
土
宗
寺
院
の
本
堂
・
境
内
・
墓
地
の
瓦
礫
撤
去
並
び
に

墓
石
よ
り
流
出
し
た
ご
遺
骨
の
収
集
、
仮
設
住
宅
へ
の
訪
問
、
ま
た

計
２
回
に
渡
り
、（
社
）
日
本
石
材
産
業
協
会
と
の
合
同
作
業
に
よ

る
津
波
被
災
寺
院
墓
地
境
内
の
復
旧
作
業
「
ご
遺
跡
復
興
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
行
い
、
ま
た
津
波
被
災
寺
院
主
催
の
合
同
慰
霊
法
要
や
一

周
忌
法
要
へ
の
随
喜
、
石
巻
西
光
寺
様
に
て
毎
月
十
一
日
に
行
わ
れ

て
い
る
別
時
念
佛
会
「
蓮
の
会
」
へ
の
随
喜
等
、
二
十
二
期
に
な
っ

た
い
ま
現
在
も
形
を
変
え
な
が
ら
被
災
地
へ
の
支
援
活
動
を
継
続
し

て
行
っ
て
い
るi

。（
詳
細
は
、「
全
浄
だ
よ
り
」
第
31
号
（P30

～

P33

）、
ま
た
今
後
発
行
予
定
の
「
東
日
本
大
震
災　

～
そ
の
時
全

浄
青
は
～
（
仮
」」
参
照
）

二
、
情
報
伝
達
網
の
発
達
と
錯
綜

　

阪
神
間
を
襲
っ
た
都
市
直
下
型
地
震
の
阪
神
淡
路
大
震
災
と
比
べ

る
と
、
北
は
北
海
道
、
南
は
関
東
ま
で
到
達
し
た
大
津
波
、
ま
た
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
爆
発
事
故
に
伴
う
放
射
能
汚
染
等
の
違
い

は
あ
る
が
、
も
う
一
つ
大
き
な
違
い
を
上
げ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
情

報
伝
達
網
の
発
達
で
あ
ろ
う
。

　

阪
神
淡
路
大
震
災
当
時
は
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
や
固
定
電
話
が
主
な
情
報
伝

達
手
段
で
あ
っ
た
が
、
東
日
本
大
震
災
時
に
は
、
先
か
ら
述
べ
て
い

る
４
８
Ｎ
Ｅ
Ｔ
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
、
ま
た
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
や
パ
ソ
コ
ン
等
の
普
及
に
よ
り
、
電
源
さ
え
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あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
ど
こ
か
ら
で
も
被
災
地
の
情
報
を
発
信
・
収
集

が
可
能
に
な
り
、
情
報
交
換
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
行
え
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
し
か
し
、
便
利
に
な
っ
た
反
面
、
そ
の
情
報
量
の
多
さ
か

ら
、
震
災
発
生
か
ら
数
ヶ
月
間
は
情
報
の
錯
綜
と
混
乱
の
毎
日
で
あ

っ
た
。

　

全
国
各
地
の
会
員
や
、
ど
こ
か
ら
か
連
絡
先
が
漏
れ
た
の
か
、

様
々
な
団
体
か
ら
の
支
援
情
報
や
支
援
案
が
山
の
よ
う
に
も
た
ら
さ

れ
た
。
東
北
や
関
東
で
は
ガ
ソ
リ
ン
も
容
易
に
手
に
入
ら
ず
、
私
の

住
む
神
戸
で
さ
え
も
ス
ー
パ
ー
や
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
は
買
い
占
め

防
止
策
が
と
ら
れ
、
物
質
的
な
支
援
す
ら
も
で
き
ず
、
現
地
に
行
き

た
く
て
も
行
け
な
い
多
く
の
会
員
か
ら
の
熱
い
思
い
が
重
な
っ
て
、

メ
ー
ル
や
携
帯
電
話
が
数
ヶ
月
間
鳴
り
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
「
○
○
地
域
で
○
○
が
不
足
し
て
い
る
ら
し
い
、
浄
青
で
呼
び
か

け
て
ど
う
に
か
出
来
な
い
の
か
？
」、「
た
く
さ
ん
の
方
が
お
亡
く
な

り
に
な
ら
れ
て
い
る
が
僧
侶
が
足
り
な
い
ら
し
い
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

で
東
北
へ
僧
侶
を
派
遣
し
た
い
と
い
う
方
が
あ
る
が
如
何
な
も
の

か
」、「
Ｔ
Ｖ
等
で
は
、
も
う
大
丈
夫
だ
と
の
情
報
だ
が
、
本
当
は
水

が
ま
だ
足
り
な
い
ら
し
い
、
ど
う
し
た
も
の
か
」。

　

こ
れ
ら
の
情
報
は
、
い
つ
ど
こ
で
手
に
入
れ
た
情
報
な
の
か
、
そ

れ
は
正
し
い
情
報
な
の
か
、
全
浄
青
と
し
て
対
応
可
能
な
の
か
、
そ

れ
ら
を
判
断
す
る
事
は
困
難
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ほ
と
ん
ど
の

情
報
が
被
災
地
で
直
接
得
た
情
報
で
は
無
い
事
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

ら
を
発
信
広
報
す
る
事
務
局
と
し
て
、
万
が
一
の
場
合
の
責
任
問
題

等
、
初
期
の
段
階
で
は
ど
う
し
て
い
い
の
か
さ
え
全
く
わ
か
ら
な
い

状
況
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
我
々
事
務
局
と
し
て
も
「
一
日
も
早
く
何
と
か
し
た

い
」、「
少
し
で
も
何
か
の
お
役
に
立
ち
た
い
」、「
早
く
現
地
に
行
き

た
い
」
と
い
う
気
持
ち
は
強
く
あ
っ
た
が
、「
い
ま
被
災
地
の
皆
様

に
負
担
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
当
時
の
経
験
か
ら
、
そ
れ

ら
を
お
断
り
す
る
か
、
全
浄
青
と
連
携
を
取
っ
て
頂
け
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

の
他
団
体ii

を
紹
介
す
る
他
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

情
報
伝
達
ツ
ー
ル
が
今
ほ
ど
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
あ
の
阪
神
淡

路
大
震
災
当
時
で
さ
え
、
自
坊
に
は
配
り
き
れ
な
い
救
援
物
資
や
、

有
り
難
い
が
も
う
必
要
の
な
い
物
資
が
山
の
よ
う
に
届
き
、
言
葉
は

悪
い
が
処
分
に
困
っ
た
記
憶
が
蘇
る
。　　
　
　
　

　

確
か
に
、
ま
だ
ま
だ
物
資
や
食
料
が
足
り
ず
困
っ
て
い
た
方
が
お

ら
れ
る
と
い
う
事
実
も
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。　

　
「
な
ん
で
、
東
北
の
浄
青
に
陣
頭
指
揮
を
取
ら
せ
な
い
ん
だ
！
」、

「
全
浄
青
が
取
り
纏
め
て
救
援
物
資
を
一
箇
所
（
寺
）
に
送
っ
て
、

持
っ
て
行
っ
て
、
そ
れ
を
配
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
！
」、「
被
災
地
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の
○
○
上
人
か
ら
直
接
聞
い
た
ん
で
す
。
○
○
が
欲
し
い
と
、
な
ぜ

浄
青
で
や
ら
な
い
ん
で
す
か
！
」、「
今
こ
そ
浄
青
が
一
丸
と
な
っ
て

被
災
地
支
援
を
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
！
」。
こ
の
よ
う
な
声
も

た
く
さ
ん
頂
い
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
物
資
を
、
一
体
ど
こ
に
集
め
、
そ
れ
は
ど
れ

程
の
量
集
ま
り
、
誰
が
整
理
し
、
誰
が
配
給
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

被
災
地
に
限
ら
ず
、
日
本
国
中
が
大
混
乱
し
て
い
た
あ
の
当
時
、
ま

し
て
や
被
災
地
の
寺
院
に
そ
れ
ら
を
捌
く
暇
も
な
け
れ
ば
余
裕
も
な

い
は
ず
で
、
そ
れ
ら
を
被
災
地
の
浄
青
や
、
何
の
確
実
な
情
報
も
持

た
な
い
被
災
地
外
の
浄
青
が
取
り
纏
め
る
事
な
ど
不
可
能
な
の
で
あ

る
。
そ
の
現
状
を
ご
理
解
頂
け
る
よ
う
説
明
を
繰
り
返
す
し
か
無
か

っ
た
の
で
あ
る
。

三
、�

浄
土
宗
教
師
と
し
て
で
き
る
こ
と�

　
　
　
　
　

～
ご
遺
跡
復
興
と
蓮
の
会
～

　

で
は
今
後
、
東
日
本
大
震
災
の
よ
う
な
大
規
模
災
害
が
ど
こ
か
で

起
き
て
し
ま
っ
た
場
合
、
今
回
の
教
訓
を
生
か
し
、
全
浄
青
と
い
う

全
国
組
織
の
団
体
と
し
て
、
我
々
に
は
何
が
出
来
、
何
を
す
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

東
日
本
大
震
災
で
は
、
主
に
津
波
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
浄
土
宗
寺

院
の
墓
地
境
内
の
瓦
礫
撤
去
を
行
っ
た
。
計
２
回
、（
社
）
日
本
石

材
産
業
協
会
と
合
同
で
行
っ
た
活
動
を
「
ご
遺
跡
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
と
名
付
け
た
が
、
一
日
で
も
早
く
お
墓
だ
け
で
も
綺
麗
に
修
繕

を
し
て
、
震
災
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
や
ご
先
祖
様
を
元
通
り
の
お

墓
に
お
祀
り
し
て
頂
い
て
、
お
念
仏
を
お
唱
え
し
や
す
い
環
境
を
作

ろ
う
と
い
う
思
い
で
瓦
礫
撤
去
を
現
在
も
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
。

　

時
間
の
経
過
と
共
に
、
被
災
地
に
入
り
支
援
活
動
を
行
う
会
員
数

も
減
少
し
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
全
浄
青
事
務
局
を
通
じ
境
内

墓
地
の
瓦
礫
撤
去
に
参
加
し
た
の
べ
人
数
は
、
約
１
０
０
０
名
あ
ま

り
。
事
務
局
を
通
さ
ず
個
人
的
な
ご
縁
で
活
動
さ
れ
た
各
教
区
や
組

浄
青
等
を
合
わ
せ
れ
ば
さ
ら
に
増
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
年
半
が
過
ぎ
た
今
で
も
、
ま
と
も
に
ご
先
祖
様
の
お
墓
参
り
が

出
来
な
い
状
況
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、
震
災
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ

た
ご
家
族
・
友
人
の
お
墓
参
り
す
ら
出
来
な
い
方
々
が
お
ら
れ
る
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ご
家
庭
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
災
寺
院
に
様
々
な
ご
事
情

が
あ
る
と
思
う
が
、
見
る
も
無
残
な
墓
石
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

　

阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
、
墓
石
の
倒
壊
は
多
数
あ
っ
た
も
の
の
瓦

礫
に
埋
も
れ
る
と
い
う
事
は
無
く
、
そ
こ
に
我
々
の
出
番
は
無
か
っ

た
。
災
害
に
よ
っ
て
被
害
も
変
わ
れ
ば
、
出
来
る
こ
と
も
変
わ
る
。

そ
ん
な
例
を
出
す
と
き
り
が
な
い
が
、
我
々
が
す
べ
き
事
、
我
々
浄
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土
宗
教
師
だ
か
ら
こ
そ
や
る
べ
き
こ
と
は
、
や
は
り
法
然
上
人
が
御

生
涯
を
か
け
て
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
お
念
仏
の
み
教
え
を
有
縁
の

方
々
に
お
唱
え
し
て
頂
く
事
で
あ
る
。
た
と
え
、
そ
の
場
で
は
教
化

出
来
な
く
と
も
、
と
く
に
お
念
仏
を
教
化
す
る
為
の
き
っ
か
け
作
り

や
お
手
伝
い
を
頭
に
お
い
て
の
支
援
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
災
害
時
、
我
々
は
、
宗
教
団
体
と
い
う
事
で
様
々
な
支
援

の
中
で
、
政
教
分
離
と
い
う
行
政
と
の
壁
は
否
め
な
い
が
、
救
援
物

資
を
届
け
る
に
し
ろ
、
炊
き
出
し
を
す
る
に
し
ろ
、
一
般
的
な
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
す
る
に
せ
よ
何
に
せ
よ
、
そ
の
肝
心
要
を
忘
れ
て
し
ま

っ
て
は
い
け
な
い
と
私
は
思
う
。

　

何
よ
り
全
浄
青
と
い
う
団
体
は
、
災
害
支
援
の
プ
ロ
で
も
な
け
れ

ば
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
で
も
な
い
。
ま
た
、
二
年
任
期
で
理
事
長
を

は
じ
め
事
務
局
員
も
変
わ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
坊
が
あ
り
、

お
檀
家
様
が
お
ら
れ
、
生
活
が
あ
る
。
自
分
よ
り
困
っ
て
い
る
人
が

い
れ
ば
助
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
当
た
り
前
で
あ
る
が
、
何
よ
り

全
浄
青
と
は
、「
法
然
上
人
の
立
教
改
宗
の
精
神
」
に
基
づ
い
て
集

っ
た
四
十
三
歳
以
下
の
浄
土
宗
教
師
の
集
ま
り
だ
と
い
う
事
を
、
ま

ず
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

人
助
け
を
す
る
事
も
、
も
ち
ろ
ん
大
切
で
は
あ
る
が
、
消
防
士
は
、

火
を
消
す
こ
と
が
務
め
で
あ
る
。
警
察
官
は
、
治
安
を
守
る
事
が
勤

め
で
あ
る
。
僧
侶
は
、
仏
法
を
伝
え
る
事
が
務
め
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
今
年
の
七
月
か
ら
は
、
墓
地
境
内
の
瓦
礫
撤
去
と
並
行

し
て
、
津
波
に
よ
り
甚
大
な
被
害
に
遭
わ
れ
た
宮
城
教
区
、
石
巻
西

光
寺
様
か
ら
ご
縁
を
頂
戴
し
、
震
災
で
お
子
様
を
亡
く
さ
れ
た
方
々

が
毎
月
十
一
日
に
本
堂
に
集
い
、
共
に
お
念
仏
を
お
唱
え
し
、
悲
し

み
を
分
か
ち
合
う
別
時
念
仏
会
「
蓮
の
会
」
に
全
浄
青
も
ご
一
緒
さ

せ
て
頂
い
て
い
る
。

　

私
た
ち
に
は
到
底
理
解
出
来
な
い
苦
し
み
、
悲
し
み
の
ど
ん
底
に

お
ら
れ
る
方
々
と
、
只
々
ご
一
緒
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
唱
え

さ
せ
て
頂
く
。
蓮
の
会
に
参
加
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
は
、
必
死
に
涙

を
堪
え
、
時
に
は
嗚
咽
号
泣
し
な
が
ら
一
生
懸
命
に
お
念
仏
を
お
唱

え
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
に
は
、
被
災
者
に
寄
り
添
う
為
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
マ
ニ
ュ
ア

ル
な
ん
て
存
在
し
な
い
。
た
だ
た
だ
お
念
仏
を
、
被
災
地
の
皆
様
と

共
に
お
唱
え
す
る
。
そ
れ
が
、
今
我
々
が
頂
い
た
ご
縁
の
中
で
可
能

な
、「
今
わ
た
し
に
で
き
る
こ
と
」
で
あ
り
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
だ
と
、
い
ま
感
じ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
全
浄
青
と
し
て
の
活
動
を
振
り
返
っ
て
き
た
が
、
ど

の
よ
う
な
支
援
を
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
状
況
や
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ

て
、
出
来
る
こ
と
、
出
来
な
い
こ
と
は
変
化
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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今
後
、
こ
の
度
の
教
訓
を
生
か
し
東
日
本
大
震
災
に
関
わ
っ
た
多
く

の
方
々
と
意
見
交
換
を
し
、
よ
り
良
い
支
援
の
方
法
を
浄
土
宗
と
し

て
模
索
し
反
省
し
て
い
く
事
も
大
切
で
あ
る
と
感
じ
る
。

　

し
か
し
我
々
が
、
僧
侶
だ
か
ら
こ
そ
出
来
る
事
、
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
と
い
う
も
の
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
大
変
難
し
い
事

で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
浄
土
宗
だ
か
ら
こ
そ
出
来
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
私
は
思
う
。

　

お
わ
り
に

　

こ
の
一
年
半
、
全
浄
青
の
被
災
地
支
援
の
取
り
纏
め
と
い
う
重
大

な
責
務
の
中
、
被
災
教
区
の
諸
上
人
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
ま
た

全
国
の
会
員
や
諸
先
輩
方
に
叱
咤
激
励
し
て
頂
き
な
が
ら
今
日
ま
で

参
り
ま
し
た
。

　

情
報
伝
達
網
の
発
達
に
よ
る
、
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
は
あ
り

ま
す
が
、
今
後
は
更
に
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で

の
情
報
交
換
網
の
整
備
や
情
報
の
整
理
方
法
等
の
再
検
討
も
必
要
に

な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
瓦
礫
撤
去
や
そ
の
他
様
々
な
支

援
に
お
い
て
、
た
と
え
自
己
責
任
の
上
で
の
支
援
活
動
と
は
い
え
、

安
全
面
や
責
任
問
題
等
の
面
に
お
い
て
は
、
こ
の
度
の
初
動
に
お
い

て
は
上
手
く
連
携
を
図
り
き
れ
な
か
っ
た
宗
務
庁
に
お
い
て
、
今
春

開
設
さ
れ
た
「
浄
土
宗
災
害
復
興
事
務
局
」
が
核
と
な
り
、
陣
頭
指

揮
を
と
っ
て
頂
き
た
く
思
い
ま
す
。
そ
の
為
に
は
、
東
日
本
大
震
災

で
の
教
訓
を
、
被
災
地
側
、
支
援
側
の
両
面
か
ら
意
見
を
出
し
合
い
、

今
後
の
支
援
活
動
、
そ
し
て
次
の
災
害
へ
の
備
え
と
し
て
、
記
録
に

残
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
半
、
阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
十
七
年
以

上
の
月
日
が
流
れ
、
自
坊
の
お
檀
家
様
に
も
、
震
災
で
お
亡
く
な
り

に
な
ら
れ
た
方
が
お
ら
れ
、
友
人
や
親
戚
や
仲
間
を
亡
く
し
た
方
も

た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。
私
も
、
そ
の
一
人
で
は
あ
り
ま
す
が
、
た

と
え
十
七
年
経
っ
て
も
、
決
し
て
「
元
」
被
災
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

時
間
の
経
過
と
共
に
、
次
第
に
記
憶
も
薄
れ
て
い
け
ば
、
あ
の
日
の

出
来
事
を
思
い
返
す
回
数
も
減
る
の
は
確
か
で
は
あ
り
ま
す
が
、
決

し
て
私
の
心
の
中
で
震
災
は
終
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
を
、
こ
の

度
の
東
日
本
大
震
災
を
通
し
て
深
く
再
確
認
致
し
ま
し
た
。

　

こ
の
世
に
お
い
て
、
無
常
の
風
が
止
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ

の
時
の
悲
し
み
が
消
え
去
り
無
く
な
る
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。
辛
い
け

れ
ど
悲
し
い
け
れ
ど
、
そ
れ
が
現
実
で
す
。
そ
し
て
、
悲
し
い
か
な

そ
れ
ら
を
忘
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
も
私
達
で
す
。

　
「
災
害
支
援
」
と
い
う
幅
広
い
言
葉
で
は
言
い
表
せ
ま
せ
ん
が
、

ま
ず
、
第
一
に
、
今
こ
こ
に
あ
る
「
苦
」
に
対
し
て
我
々
は
、
ど
ん
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な
場
面
に
お
い
て
も
、
お
念
仏
を
心
の
支
え
に
し
て
頂
け
る
よ
う
専

ら
精
進
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
被
災
地
へ
足
を
運
び
支
援
活
動
を
行
う
事
だ
け
が
被
災
地

支
援
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
被
災
地
で
様
々
な
復
興
の
お
手
伝
い
を
さ

せ
て
頂
く
事
は
も
ち
ろ
ん
大
切
な
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
第
二
十
一

期
の
テ
ー
マ
「
自
信
教
人
信
」
を
日
々
の
生
活
の
中
で
実
践
し
、
そ

し
て
第
二
十
二
期
の
テ
ー
マ
「
願
共
諸
衆
生
」
の
思
い
を
よ
り
一
層

深
め
、
そ
れ
を
有
縁
の
方
々
へ
お
伝
え
し
、
ど
ん
な
形
で
あ
れ
、
お

念
仏
の
み
教
え
を
お
取
次
さ
せ
て
頂
く
事
を
目
標
に
置
く
こ
と
が
、

我
々
浄
土
宗
教
師
の
最
善
の
使
命
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
後
起
き
う
る
で
あ
ろ
う
災
害
に
備
え
、
こ
の
東
日
本

大
震
災
の
教
訓
を
生
か
し
、
全
国
浄
土
宗
青
年
会
と
し
て
、
そ
し
て

今
後
は
「
浄
土
宗
災
害
復
興
事
務
局
」
と
連
携
を
図
ら
せ
て
頂
き
な

が
ら
、
よ
り
良
い
支
援
方
法
が
実
る
こ
と
を
切
に
願
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
皆
様

に
心
よ
り
お
念
仏
回
向
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
被
災
さ
れ
た
皆
様

の
安
全
と
一
日
も
早
い
復
興
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

i	

「
全
浄
だ
よ
り
」
第
三
一
号
二
〇
一
二
年
（P30

～P33

））。

平
成
二
五
年
発
行
予
定
の
「
東
日
本
大
震
災
～
そ
の
時
浄
青
は

～
（
仮
）」
参
照
。

ii	

セ
カ
ン
ド
ハ
ー
ベ
ス
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
（
食
料
の
救
援
物
資
提
供

を
連
携
）
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法
然
浄
土
教
と
現
代
社
会

佐　

藤　
　

健

　

法
然
は
、『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
第
十
五
、「
諸
人
伝
説
の
詞
」
に

お
い
て
、「
現
世
を
生
き
る
に
は
念
仏
が
称
え
ら
れ
る
よ
う
に
生
き

る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
主
張
を
手
掛
か
り
に
、
現
代
日
本

社
会
に
お
い
て
法
然
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
少
し
考
え
て
み
た
い
。

１
、 

念
仏
第
一
主
義

　

法
然
に
と
っ
て
は
宗
教
的
な
行
為
、
世
俗
的
な
行
為
を
問
わ

ず
念
仏
を
第
一
に
考
え
、
行
為
の
内
容
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
行

う
状
況
を
詮
索
す
る
こ
と
な
く
、
ま
ず
念
仏
を
称
え
る
こ
と
を

最
優
先
す
る
生
き
方
を
明
か
し
て
い
る
。

２
、 

死
後
の
往
生
を
願
う
生
き
方

　

法
然
が
現
世
に
お
い
て
念
仏
中
心
の
生
活
を
主
張
す
る
の
は
、

念
仏
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
行
で
あ
り
、
必
ず
往
生
が
可
能
で

あ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
次
生
の
往
生
を
願
う
の
は
速
や
か

に
悟
り
を
得
て
仏
陀
に
な
り
、
衆
生
救
済
に
展
開
す
る
こ
と
に

あ
る
。

３
、 

健
康
保
持
の
意
味

　

私
た
ち
が
長
寿
を
ね
が
い
、
健
康
保
持
に
努
め
る
の
は
、
や

が
て
死
後
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
し
浄
土
の
人
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
往
生
す
る
た
め
の
身
体
で
あ
る
か
ら
大
切
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
、 

あ
ら
ゆ
る
行
い
は
念
仏
の
助
業

　

念
仏
を
最
優
先
す
る
の
で
あ
る
が
、
衣
食
住
を
含
む
あ
ら
ゆ

る
行
為
を
念
仏
の
助
業
と
生
か
し
て
い
く
。
法
然
の
浄
土
教
は

念
仏
生
活
の
実
現
を
理
想
と
す
る
。

　

現
代
社
会
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
は
種
々
の
見
方
が
あ
る
。

浄
土
宗
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
現
代
社
会
と
い
う
の
は
、
娑
婆
（
穢

土
）
で
、
理
想
と
す
る
極
楽
（
浄
土
）
と
は
対
極
上
に
あ
る
。
浄
土

が
無
限
の
世
界
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
現
実
世
界
は
有
限
的
な
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世
界
で
あ
る
と
い
え
る
。
仏
教
が
こ
の
現
実
世
界
を
娑
婆
＝
忍
土
と

と
ら
え
る
の
は
注
意
を
要
す
。
こ
の
世
界
を
忍
土
と
認
識
し
な
い
と

こ
ろ
に
、
多
く
の
苦
悩
が
生
じ
る
と
も
い
え
る
。
浄
土
教
は
本
来
、

こ
の
世
界
を
穢
土
と
と
ら
え
、
穢
悪
な
世
界
と
実
感
す
る
と
こ
ろ
に

そ
の
穢
土
か
ら
離
脱
し
た
い
と
い
う
願
望
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
「
厭
離
穢
土　

欣
求
浄
土
」
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
考
え
に
よ
れ
ば
、
現
代
社
会
と
い
え
ど
も
や
は
り
「
穢
土
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
矛
盾
に
満
ち
た
、
不
条
理
な
、
苦
悩
に
満

ち
た
厭
う
べ
き
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
に
自

覚
す
る
こ
と
が
、
浄
土
教
に
と
っ
て
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
の
日
本
社
会
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
自
覚
が
見
ら
れ
な
い

こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
法
然
は
「
現
代
社
会
を
生
き
る
に
あ
た
っ
て
は
、
念

仏
が
行
え
る
よ
う
に
生
き
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
法
然
の

浄
土
教
は
一
言
で
い
え
ば
念
仏
第
一
主
義
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
規
範

は
念
仏
に
照
ら
し
て
決
定
さ
れ
る
。
念
仏
を
行
う
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る

行
動
や
規
範
の
基
準
と
す
る
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

さ
き
の
『
語
灯
録
』
に
お
い
て
、

現
世
を
す
ぐ
へ
き
様
は
、
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
へ
し
。

念
仏
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
へ
く
は
、
な
に
な
り
と
も
よ
ろ
づ

を
い
と
ひ
す
て
ゝ
、
こ
れ
を
と
ゝ
む
へ
し①

。

と
述
べ
て
い
る
。

　

念
仏
を
称
え
る
こ
と
が
最
重
要
で
あ
っ
て
、
念
仏
を
称
え
る
障
害

と
な
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
価
値
の
あ
る
こ
と
で
も
避
け
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
。
出
家
す
る
か
、
在
家
で
あ
る
か
は
問
題
で
な
く
、
出

家
の
方
が
念
仏
を
称
え
ら
れ
る
な
ら
そ
れ
を
選
び
、
在
家
の
方
が
念

仏
を
称
え
ら
れ
る
な
ら
そ
れ
を
選
べ
と
す
る
。
ま
た
、
自
活
し
た
方

が
念
仏
を
称
え
ら
れ
る
な
ら
そ
れ
を
選
び
、
他
者
か
ら
援
助
を
受
け

た
方
が
念
仏
を
称
え
ら
れ
る
な
ら
そ
れ
を
選
べ
と
主
張
す
る
。
さ
ら

に
一
人
の
方
が
念
仏
を
称
え
ら
れ
る
な
ら
そ
れ
を
選
び
、
グ
ル
ー
プ

の
方
が
念
仏
を
称
え
ら
れ
る
な
ら
そ
れ
を
選
べ
と
す
る
。

　

つ
ま
り
念
仏
を
称
え
る
条
件
や
状
況
は
自
由
で
あ
り
、
要
は
念
仏

を
称
え
る
こ
と
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
日
本
の
社
会
状
況

を
観
る
と
き
、
こ
の
法
然
の
主
張
は
自
由
な
生
き
方
を
志
向
す
る
現

代
人
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
往
生
を
願
う
生
き
方
で
あ
る
。
か
つ
て
日
本
人
は
「
後

生
大
事
」
に
生
き
て
き
た
。
現
在
、
こ
の
言
葉
を
知
っ
て
い
る
人
は

少
な
い
。「
後
生
大
事
」
と
は
、
来
世
の
極
楽
往
生
を
願
っ
て
、
往

生
が
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
一
生
を
真
面
目
に
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。

で
き
だ
け
悪
い
こ
と
は
し
な
い
で
、
ま
っ
と
う
な
人
生
を
送
る
こ
と
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に
精
進
し
た
。
仏
教
の
因
果
応
報
の
思
想
は
身
に
つ
き
、
罪
を
犯
す

こ
と
の
ブ
レ
ー
キ
に
な
っ
た
。
し
か
し
現
在
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
よ
う

な
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
さ
に
現
世
中
心
の
そ
の
場
限
り
の
快
楽

を
求
め
て
い
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
法
然
の
来
世
の
往
生
を

意
識
し
た
生
き
方
こ
そ
再
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
後
生
大

事
」「
往
生
大
事
」
に
生
き
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
現
世
を
生
き
る
真

の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
私
が
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
法
然
の
、

も
し
念
仏
の
助
業
と
お
も
は
す
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
へ
き
な
り
。
万
事
か
く

の
こ
と
し②

。

と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
現
在
、
高
齢
者
の
単
身
所
帯
の
増
加
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
背
景
に
は
年
金
制
度
や
医
療
、
介
護
制
度
の
充
実
と
い

っ
た
社
会
制
度
の
充
実
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
齢
者

は
果
た
し
て
何
を
生
き
が
い
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

自
身
の
健
康
を
維
持
す
る
た
め
健
康
食
品
や
健
康
保
持
に
努
め
る
の

は
何
の
た
め
で
あ
る
の
か
。
勿
論
、
健
康
を
害
う
こ
と
に
よ
り
家
族

や
地
域
の
人
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
よ
く
理
解
で

き
る
。

　

私
は
こ
の
法
然
の
主
張
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
自
分
は
来
世

に
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
に
往
生
す
る
大
切
な
身
で
あ
る
。
念
仏
を
称
え

る
大
切
な
身
体
で
あ
る
か
ら
最
後
臨
終
ま
で
、
日
々
健
康
に
留
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
健
康
を
保
持
す
る
の
は
ま
さ
し
く
念
仏
の
助

業
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
で
、
た
だ
自
分
の
身
体

の
健
康
の
維
持
に
努
力
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
三
悪
道
の
行
為
で
あ
る

と
法
然
は
断
言
す
る
。
実
に
厳
し
い
指
摘
で
あ
る
。
高
齢
者
が
何
を

生
き
が
い
に
老
後
を
過
ご
す
か
は
各
人
の
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
私

は
こ
の
法
然
の
浄
土
教
が
示
す
生
き
方
は
、
高
齢
者
の
み
な
ら
ず
、

す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
示
唆
的
な
提
言
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

い
う
ま
で
も
な
い
が
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
ま
さ
に
清
浄
な
国
土
で

あ
る
。「
真
実
智
慧
無
為
法
身③

」
の
世
界
で
あ
る
。
全
く
の
穢
れ
の

な
い
真
実
の
世
界
で
あ
る
。
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
よ
う
な
世
界
に
入
る
こ
と
で
、
浄
土
の
人
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

果
た
し
て
自
分
に
は
そ
の
よ
う
な
資
格
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
決

し
て
な
い
。
そ
こ
で
少
し
で
も
浄
土
の
人
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
自
分

で
あ
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
往
生

の
思
想
に
は
理
想
と
す
る
浄
土
を
願
望
す
る
と
と
も
に
、
浄
土
の
人

に
近
づ
こ
う
と
す
る
飽
く
な
き
向
上
性
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
。
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さ
ら
に
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
、
大
乗
菩
薩
道
の
理
想
が
完
成
さ

れ
た
場
で
も
あ
る④

。
浄
土
に
往
生
し
て
や
が
て
成
仏
し
た
の
ち
は
衆

生
の
救
済
に
展
開
す
る
と
う
い
う
大
き
な
目
的
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
現
代
社
会
に
お
い
て
、
浄
土

教
の
持
つ
往
生
の
原
理
・
意
義
を
も
っ
と
強
調
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
科
学
や
道
徳
・
倫
理
観
の
進
歩
に
即
応
し

て
浄
土
教
も
社
会
の
な
か
で
進
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注　① 

『
浄
土
宗
全
書
』
第
九
巻
、
六
〇
九
、
上
。

② 

同
右
、
下
。

③ 

世
親
は
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
に
お
い
て
、「
一
法

句
者
。
謂
清
浄
句
。
清
浄
句
者
。
謂
真
実
智
慧
無
為
法
身
故
」

（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
二
六
巻
、
二
三
二
頁
、
中
段
）
と
述

べ
て
い
る
。

④ 

弁
阿
は
『
徹
選
択
本
願
念
仏
集
』
下
に
お
い
て
「
法
蔵
菩
薩
四

十
八
願
者
。
是
於
真
位
中
修
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
行
之
時
所
発

之
本
願
也
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
八
三
巻
、
二
九
頁
、
下

段
）
と
述
べ
て
い
る
。
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東
日
本
大
震
災
の
葬
送

樋　

口　

伸　

生

　

私
の
報
告
は
、
以
前
か
ら
試
行
し
て
い
た
和
文
・
訓
読
・
口
語
体

の
勤
行
プ
リ
ン
ト
で
あ
る
。
今
回
持
参
し
た
も
の
は
昨
年
三
月
十
一

日
の
一
周
忌
に
参
加
者
全
員
に
配
布
し
て
読
経
し
た
。
私
は
常
々
、

通
夜
・
葬
儀
・
年
忌
法
要
そ
の
他
の
法
要
時
に
、
私
製
の
お
経
プ
リ

ン
ト
を
配
布
し
て
勤
め
て
き
た
。
読
経
は
そ
の
ま
ま
対
機
説
法
に
成

る
と
考
え
て
作
成
し
て
い
る
。
通
常
の
法
式
の
読
経
方
法
は
、
五
重

経
験
者
や
練
習
し
て
意
味
を
習
熟
し
た
者
で
な
け
れ
ば
、
自
ら
の
発

声
と
同
時
に
意
味
を
感
じ
味
わ
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
分

か
ら
な
い
方
に
は
全
く
分
か
ら
な
い
。
他
宗
派
の
葬
儀
法
要
で
読
経

し
て
い
る
経
典
の
意
味
と
有
り
難
さ
を
全
く
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
経

験
か
ら
、
自
ら
が
勤
め
る
際
の
読
経
次
第
で
、
で
き
れ
ば
全
体
の
う

ち
七
割
以
上
を
共
感
し
て
称
え
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
今
後

そ
れ
が
実
現
し
さ
ら
に
深
み
を
増
し
て
い
く
中
に
、
信
者
の
信
仰
に

何
が
し
か
僧
侶
の
役
目
を
発
揮
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
特
に
昨
年

の
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
、
平
成
元
年
か
ら
住
職
を
務
め
る
無
量

壽
庵
（
寺
院
番
号
48
）
は
、
津
波
被
害
を
受
け
解
体
、
檀
信
徒
五
軒

の
う
ち
四
件
が
全
壊
、
一
軒
お
い
て
一
名
が
自
宅
で
溺
死
し
た
。
父

僧
西
光
寺
（
寺
院
番
号
39
）
は
寺
族
全
員
が
助
か
っ
た
が
山
門
流
失
、

境
内
庭
園
・
墓
地
壊
滅
、
何
よ
り
も
檀
信
徒
の
家
屋
の
約
七
百
軒
が

全
壊
流
失
、
百
八
十
名
の
死
者
を
出
す
大
参
事
と
な
っ
た
。
死
亡
者

の
内
ほ
と
ん
ど
は
津
波
に
巻
き
込
ま
れ
た
溺
死
で
あ
り
、
数
名
が
火

災
に
よ
る
焼
死
で
あ
る
。
激
烈
な
死
に
方
を
遺
族
等
は
受
け
止
め
ら

れ
ず
、
後
追
い
自
殺
を
し
て
し
ま
う
よ
う
な
緊
迫
感
が
あ
っ
た
。
枕

経
と
出
棺
経
と
な
ん
で
も
ミ
ッ
ク
ス
し
た
よ
う
な
読
経
の
中
で
、
死

者
の
冥
福
す
な
わ
ち
西
方
極
楽
浄
土
へ
迎
え
ら
れ
る
安
心
と
、
死
者

と
遺
族
は
永
遠
の
別
れ
で
は
な
く
、
倶
会
一
処
の
希
望
を
持
っ
て
遺

族
は
こ
の
世
を
生
き
遂
げ
る
こ
と
を
説
き
続
け
た
。
震
災
か
ら
数
日

後
、
ヘ
ド
ロ
だ
ら
け
の
本
堂
か
ら
幾
枚
か
の
お
経
プ
リ
ン
ト
を
拾
い
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上
げ
、
並
べ
ら
れ
た
棺
と
遺
族
と
交
互
に
顔
を
振
り
向
け
な
が
ら
、

切
々
と
説
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
プ
リ
ン
ト
①
は
、
現
在
も
最
も
使

用
頻
度
が
高
い
も
の
。
プ
リ
ン
ト
②
は
、
寺
の
行
事
に
足
繁
く
通
っ

て
い
た
檀
信
徒
に
用
い
た
。
前
業
に
つ
い
て
解
釈
を
私
訳
と
し
て
話

し
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
全
国
す
べ
て
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
を

訪
問
し
た
際
、
宗
教
の
犯
し
た
罪
を
反
省
し
謝
罪
し
た
。
ハ
ン
セ
ン

病
が
前
世
の
業
や
天
の
罰
に
よ
っ
て
受
け
る
報
い
で
あ
る
と
説
示
し

た
教
義
を
撤
回
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
ハ
ン
セ
ン
病
も
交
通
事
故
死

も
溺
死
・
焼
死
も
、
こ
の
世
に
生
じ
た
生
き
と
し
生
け
る
者
で
あ
れ

ば
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
難
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

十
一
月
に
西
光
寺
に
慰
問
し
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
師
も
「
水
死
は
前
世

の
業
」
と
発
言
し
会
場
を
沈
黙
さ
せ
た
。
今
日
、
私
は
遺
族
た
ち
と

「
身
内
は
前
世
の
業
で
死
ん
だ
の
で
は
な
い
」
と
確
認
し
向
き
合
っ

て
い
る
。
皆
様
の
ご
指
導
を
賜
り
た
い
。

プ
リ
ン
ト
①

❶
三さ
ん

奉ぶ

請じ
ょ
う　

阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

・
釈し
ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

・
諸し
ょ

佛ぶ
つ

へ
の
願ね
が

い

お
救す
く

い
主ぬ
し

の
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

に
お
願ね
が

い
致い
た

し
ま
す
。

人に
ん

間げ
ん

世せ

界か
い

に
お
出で

ま
し
頂い
た
だ

い
た
釈し
ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

に
お
願ね
が

い
致い
た

し
ま
す
。

あ
ら
ゆ
る
世せ

界か
い

の
御み

佛ほ
と
け

に
お
願ね
が

い
致い
た

し
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
こ
の
道ど
う

場じ
ょ
う

へ
お
入は
い

り
下く
だ

さ
い
。

❷
懺さ
ん

悔げ

偈げ　
　

謝し
ゃ

罪ざ
い

と
改か
い

心し
ん

の
誓ち
か

い

始は
じ

め
も
わ
か
ら
な
い
昔む
か
し

か
ら
造つ
く

っ
て
き
た
、
様さ
ま

々ざ
ま

な
悪わ
る

い
行こ
う

為い

の

積つ

み
重か
さ

ね
は
、
六ろ
く

道ど
う

輪り
ん

廻ね

と
い
う
命い
の
ち

の
旅た
び

を
繰く

り
返か
え

し
て
き
た
私わ
た
し

自じ

身し
ん

の
毒ど
く

が
原げ
ん

因い
ん

で
す
。
度ど

を
越こ

し
た
欲よ
く

で
あ
る 

貪
む
さ
ぼ
り

と
、
恨う
ら

み
を

と
も
な
っ
た 

瞋い
か
り

と
、
執し
ゅ
う

着ち
ゃ
く

が
治お
さ

ま
ら
な
い 

痴お
ろ
か

さ
と
い
う
毒ど
く

が
、
身み

に
振ふ

る
舞ま

い
、
口く
ち

に
語か
た

り
、
意こ
こ
ろ

に
思お
も

う
行お
こ
な

い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
今い
ま

、
私わ
た
し

は
、
そ
う
し
た
悪わ
る

い
行こ
う

為い

の
積つ

み
重か
さ

ね
を
、
佛ほ
と
け

様さ
ま

に
懺さ
ん

悔げ

致い
た

し
ま
す
。

❸
十じ
ゅ
う

念ね
ん　
　

今こ
ん

日に
ち

ま
で
の
反は
ん

省せ
い

の
お
念ね
ん

佛ぶ
つ

❹
開か
い

経き
ょ
う

偈げ　
　

教お
し

え
と
救す
く

い
と
の
出で

会あ

い

こ
の
上う
え

な
く
、
深ふ
か

く
美う
つ
く

し
い
御み

佛ほ
と
け

の
教お
し

え
に
は
、
計は
か

り
知し

れ
な
い

程ほ
ど

の 

長な
が

い
年ね
ん

月げ
つ

を
経へ

て
も
、
巡め
ぐ

り
会あ

う
こ
と
は
難む
ず
か

し
い
事こ
と

な
の
で

す
。
今い
ま

、
ま
さ
に
私わ
た
し

は
、
そ
の
教お
し

え
を
頂ち
ょ
う

戴だ
い

す
る
機き

会か
い

を
得え

ま
し

た
。
願ね
が

わ
く
は
、
御み

佛ほ
と
け

の
真し
ん

の
教お
し

え
を
、
我わ

が
身み

に
頂い
た
だ

く
事こ
と

が
出で

来き

ま
す
よ
う
に
。

お
釈し
ゃ

迦か

様さ
ま

の
言こ
と

葉ば

❺
善ぜ
ん

を
成な

す
の
を
急い
そ

ぎ
な
さ
い
。
悪あ
く

か
ら
心こ
こ
ろ

を
退し
り
ぞ

け
な
さ
い
。
善ぜ
ん
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を
成な

す
の
に 

の
ろ
の
ろ
し
た
ら
、
心こ
こ
ろ

は
悪あ
く

事じ

を
楽た
の

し
ん
で
し
ま
い

ま
す
。

❻
貪む
さ
ぼ

り
は
、
満ま
ん

足ぞ
く

を
得え

た
い
気き

持も

ち
か
ら
生う

ま
れ
ま
す
。
瞋い
か

り
は
、

満ま
ん

足ぞ
く

を
得え

ら
れ
な
い
気き

持も

ち
か
ら
生う

ま
れ
ま
す
。
痴お
ろ
か

さ
は
、
汚よ
ご

れ

た
考か
ん
が

え
か
ら
生う

ま
れ
ま
す
。

❼
身か
ら
だ体

に
よ
る
悪わ
る

い
行お
こ
な

い
を
捨す

て
、
言こ
と

葉ば

に
よ
る
悪わ
る

い
行お
こ
な

い
を
捨す

て
、
心こ
こ
ろ

に
よ
る
悪わ
る

い
行お
こ
な

い
を
捨す

て
、
身か
ら
だ体

に
よ
っ
て
、
大お
お

い
に
善よ

い
事こ
と

を
し
な
さ
い
。
言こ
と

葉ば

に
よ
っ
て
、
大お
お

い
に
善よ

い
事こ
と

を
し
な
さ
い
。

心こ
こ
ろ

に
よ
っ
て
、
大お
お

い
に
善よ

い
事こ
と

を
し
な
さ
い
。

❽
仏ほ
と
け

の
教お
し

え
を
信し
ん

じ
る
心こ
こ
ろ

は
、
人ひ
と

の
最さ
い

高こ
う

の
財ざ
い

産さ
ん

で
あ
り
ま
す
。

人ひ
と

は
信し
ん

仰こ
う

を
保た
も

ち
、
務つ
と

め
励は
げ

む
事こ
と

に
よ
っ
て
、
人じ
ん

生せ
い

と
い
う
大た
い

海か
い

を

渡わ
た

り
ま
す
。
勤き
ん

勉べ
ん

に
よ
っ
て
、
苦く
る

し
み
を
克こ
く

服ふ
く

し
、
磨み
が

か
れ
た
心こ
こ
ろ

に
よ
っ
て
、
全ま
っ
た

く
清き
よ

ら
か
に
な
り
ま
す
。
真ま

心ご
こ
ろ

を
こ
め
た
善よ

い
行お
こ
な

い
は
、
真ま
こ
と

の
幸し
あ
わ

せ
を
受う

け
る
種た
ね

ま
き
に
な
り
ま
す
。

❾
人ひ
と

は
生う

ま
れ
や
地ち

位い

に
よ
っ
て
、
賤い
や

し
い
人ひ
と

や
尊と
う
と

い
人ひ
と

と
決き

め

ら
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人ひ
と

は
行こ
う

為い

に
よ
っ
て
尊と
う
と

い
人ひ
と

と
な

り
、
行こ
う

為い

に
よ
っ
て
賤い
や

し
い
人ひ
と

と
な
る
の
で
す
。　

❿
道み
ち

を
求も
と

め
て
生い

き
る
こ
と
は
、
と
て
も
苦く
る

し
い
こ
と
で
す
が
、
道み
ち

を
求も
と

め
る
心こ
こ
ろ

が
な
い
生い

き
方か
た

は
、
も
っ
と
苦く
る

し
く
空む
な

し
く
な
り
ま

す
。

法ほ
う

然ね
ん

上し
ょ
う

人に
ん

の
御ご

法ほ
う

語ご

⓫
原
文　

  

倶く

会え

一い
っ

処し
ょ　

み
な
さ
ん
必か
な
ら

ず
会あ

い
ま
し
ょ
う

露つ
ゆ

の
身み

は　

こ
こ
か
し
こ
に
て　

消き

ゆ
る
と
も

　
　

心こ
こ
ろ

は
同お
な

じ　

華は
な

の　

う
て
な
ぞ　
（
二に

回か
い

）　

⑪
訳
文

人ひ
と

の
命い
の
ち

と
い
う
も
の
は
、
草く
さ

の
葉は

に
転こ
ろ

が
る
露つ
ゆ

の
よ
う
に 

は
か
な

3

3

3

い3

も
の
で
す
。
こ
の
世よ

の
先さ
き

、
ま
た
倶と
も

に
お
会あ

い
で
き
ま
す
よ
う
に
、

お
互た
が

い
の
心こ
こ
ろ

を
、
西さ
い

方ほ
う

極ご
く

楽ら
く

浄じ
ょ
う

土ど

の
蓮は
す

の
花は
な

に
よ
せ
て
、
日ひ

び々

、

お
念ね
ん

佛ぶ
つ

を
称と
な

え
て
暮く

ら
し
ま
し
ょ
う
。

⓬
原
文　

法ほ
う

然ね
ん

上し
ょ
う

人に
ん

が
後ご

白し
ら

河か
わ

法ほ
う

皇お
う

の
皇こ
う

女じ
ょ

式し
き

子し

内な
い

親し
ん

王の
う

に
返へ
ん

信し
ん

し
た
文ふ
み

こ
の
世よ

の
見け
ん

参ざ
ん

は 

と
て
も
か
く
て
も
候
そ
う
ら
わ

な
ん
。

か
ば
ね
を
執し
ゅ
う

す
る
迷ま
よ

い
に
も
な
り
候
そ
う
ら
わ

ぬ
べ
し
。
誰だ
れ

と
て
も 

留と

ま
り

は
ず
べ
き
身み

に
も
候そ
う
ら

わ
ず
、
我わ
れ

も
人ひ
と

も 

た
だ
遅お
く

れ
先さ
き

立だ

つ 

代か

わ
り

め
ば
か
り
に
て
候そ
う
ら

え
。
そ
の 

た絶え
ま間

を
お
も
い
候
そ
う
ろ
う

も
、
ま
た 

い

つ
ま
で
か
と
定さ
だ

め
な
き
う
え
に
、
た
と
い 

ひ
さ
し
と
申も
う

す
と
も
、

夢ゆ
め

幻
ま
ぼ
ろ
し

い幾く
ほ程ど
か
は
候
そ
う
ろ
う

べ
き
な
れ
ば
、
た
だ 

か
ま
え
て 

お
な
じ

佛ほ
と
け

の
国く
に

に
ま
い
り
あ
い
て
、
蓮は
す

の
上う
え

に
て 

こ
の
世よ

の 

い
ぶ
せ
さ
を

も
晴は

る
け
、
と
も
に
過か

去こ

の
因い
ん

縁ね
ん

を
も
か
た
り
、
た
が
い
に 

未み

来ら
い
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の
化け

道ど
う

を
も 

た
す
け
ん
こ
と
こ
そ
、
返か
え

す
返が
え

す
も 

栓せ
ん

に
て
候
そ
う
ろ
う

べ

き
。　　
　
　
　
　
【
正
如
房
へ
つ
か
は
す
御
文
・
昭
法
全540

】　

⑫
訳
文

あ
な
た
は
、
臨り
ん

終じ
ゅ
う

の
前ま
え

に
、
も
う
一い
ち

度ど

、
私わ
た
し

法ほ
う

然ね
ん

に
会あ

い
、
御み

佛ほ
と
け

の
教お
し
え

を
授さ
ず

け
ら
れ
た
い
と
仰
お
っ
し
ゃ

い
ま
す
が
、
と
も
に
佛ぶ
つ

道ど
う

を
歩あ
ゆ

む
間あ
い
だ

柄が
ら

に
と
っ
て
は
、
も
う
、
こ
の
世よ

で
お
会あ

い
す
る
事こ
と

は
、
あ
ま
り

重じ
ゅ
う

大だ
い

な
事こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
強し

い
て
お
目め

に
か
か
れ
ば
、
修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

中ち
ゅ
う

の
身み

の
私わ
た
し

は
、
あ
な
た
の
亡な
き

骸が
ら

に
執し
ゅ
う

着ち
ゃ
く

し
て
、
迷ま
よ

い
の
も
と
に

な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
誰だ
れ

に
し
て
も
、
こ
の
世よ

に
生い

き
続つ
づ

け
る

事こ
と

は
出で

来き

ま
せ
ん
。
私わ
た
し

も
他た

の
人ひ
と

も
、
遅お
く

れ
て
往ゆ

く
か
先さ
き

に
往ゆ

く

か
、
た
だ 

そ
の
違ち
が

い
だ
け
な
の
で
す
。
こ
の
世よ

と
彼あ

の
世よ

、
離は
な

れ

離ば
な

れ
に
な
っ
て
い
る
間あ
い
だ

が
、
ひ
た
す
ら
永な
が

く
感か
ん

じ
ら
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
過す

ぎ
て
み
れ
ば
、
夢ゆ
め

や
幻
ま
ぼ
ろ
し

と
云い

わ
れ
る
よ
う
に
、

そ
れ
ほ
ど
の
月つ
き

日ひ

で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
で
す
か
ら
、
私わ
た
し

も
あ
な

た
も
、
同お
な

じ
く
阿あ

弥み

陀だ

様さ
ま

の
西さ
い

方ほ
う

極ご
く

楽ら
く

浄じ
ょ
う

土ど

へ
救す
く

い
と
っ
て
頂い
た
だ

き
、

そ
こ
で
必か
な
ら

ず
再さ
い

会か
い

す
る
の
だ
と
、
よ
く
よ
く
心こ
こ
ろ

得え

る
べ
き
な
の
で

す
。
蓮は
す

の
花は
な

の
上う
え

で
思お
も

い
出で

話ば
な
し

を
語か
た

り
あ
い
、
娑し
ゃ

婆ば

の
世せ

界か
い

の
憂う
れ

い
を
晴は

ら
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
阿あ

弥み

陀だ

様さ
ま

か
ら
佛ほ
と
け

と
し
て
の

力ち
か
ら

を
備そ
な

え
さ
せ
て
頂い
た
だ

い
た
な
ら
ば
、
悩な
や

み
苦く
る

し
む
人ひ
と

々び
と

を
、
と
も

に
教お
し

え
導み
ち
び

く
事こ
と

こ
そ
が
、
最も
っ
と

も
大た
い

切せ
つ

な
お
役や
く

目め

に
な
る
の
だ
と
、

お
会あ

い
し
た
時と
き

か
ら
、
何な
ん

度ど

も
申も
う

し
上あ

げ
て
参ま
い

り
ま
し
た
。

⓭
原
文　
　

一い
ち

蓮れ
ん

托た
く

生し
ょ
う　

旅た
び

立だ

つ
人ひ
と

の
や
さ
し
さ

先さ
き

立だ

た
ば　

お
く
る
る
人ひ
と

を　

待ま

ち
や
せ
ん　

　
　

華は
な

の
台う
て
な

の　

な
か
ば　

の
こ
し
て　
（
二に

回か
い

）　

⑬
訳
文

も
し
私わ
た
し

（
故
人
）
が
、
こ
の
世よ

か
ら
旅た
び

立だ

つ
な
ら
ば
、
後あ
と

か
ら
来こ

ら
れ
る 

あ
な
た
の
為た
め

に
、
蓮は
す

の
お
花は
な

の
お
席せ
き

を
あ
た
た
め
て
、
再さ
い

会か
い

を 

お
待ま

ち
し
ま
し
ょ
う
。

⓮
お
念ね
ん

仏ぶ
つ　

焼し
ょ
う

香こ
う　

木も
く

魚ぎ
ょ

で
念ね
ん

仏ぶ
つ　

ポ
ク
ポ
ク
ナ
ム
ナ
ム

♥
大だ
い

事じ

な
人ひ
と

が
、
こ
の
世よ

を
去さ

っ
た
時と
き

は
と
て
も
辛つ
ら

く
寂さ
び

し
か
っ
た

け
れ
ど
今い
ま

は
阿あ

弥み

陀だ

様さ
ま

の
国く
に

に
居い

ま
す
。
私
達た
ち

も
迎む
か

え
て
頂い
た
だ

け
る

所と
こ
ろ

で
す
。
自じ

分ぶ
ん

が
旅た
び

立だ

つ
そ
の
日ひ

ま
で
念ね
ん

仏ぶ
つ

を
勤つ
と

め
ま
し
ょ
う
。

プ
リ
ン
ト
②

法ほ
う

然ね
ん

上し
ょ
う

人に
ん

の
御ご

法ほ
う

語ご
　
　

誕
生A

D
1133

開
宗1175

往
生1212　

　

震
災
死
を
救
う
阿
弥
陀
佛
の
救
済
を
示
す
御
法
語
。

　

伝
統
的
な
前
業
の
解
釈
で
は
嫌
悪
感
を
生
じ
た
。

　

訳
文
中
の
前
業
に
か
か
わ
る
箇
所
の
訳
は
私
訳
。
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震
災
後
の
３
か
月
間
、
読
誦
に
気
を
配
っ
た
御
法
語
。

　

現
在
は
読
ん
で
い
な
い
。

❶
原
文

先せ
ん

徳と
く

た
ち
の
教お
し

え
に
も
、
臨り
ん

終じ
ゅ
う

の
時と
き

に
、
阿あ

弥み

陀だ

佛ぶ
つ

を
西に
し

の
壁か
べ

に

安あ
ん

置ち

し
ま
い
ら
せ
て
、
病び
ょ
う

者し
ゃ

そ
の
前ま
え

に
西に
し

向む

き
に
臥ふ

し
て
、
善ぜ
ん

知ち

識し
き

に
念ね
ん

佛ぶ
つ

を
勧す
す

め
ら
れ
よ
と
こ
そ
候そ
う
ら

え
。
そ
れ
こ
そ 

あ
ら
ま
ほ
し

き
事こ
と

に
て
候そ
う
ら

え
。
た
だ
し
人ひ
と

の
死し

の
縁え
ん

は
、
か
ね
て
思お
も

う
に
も

か
叶な

い
候そ
う
ら

わ
ず
、
に
わ
か
に
大お
お

路じ

に
て
終お
わ

る
事こ
と

も
候
そ
う
ろ
う

。
又ま
た

大だ
い

小し
ょ
う

便べ
ん

の
と
こ
ろ
に
て
死し

ぬ
る
人ひ
と

も
候
そ
う
ろ
う

。
前ぜ
ん

業ご
う

の
が
れ
が
た
く
て
、
た太

刀ち

に
て
命い
の
ち

を
失う
し
な

い
、
火ひ

に
焼や

け
水み
ず

に
溺お
ぼ

れ
て
命い
の
ち

を
亡ほ
ろ
ぼ

ぼ
す
類た
ぐ
い

多お
お

く
候そ
う
ら

え
ば
、
さ
よ
う
に
て
死し

に
候
そ
う
ろ
う

と
も
、
日ひ

頃ご
ろ

の
念ね
ん

佛ぶ
つ

申も
う

し
て 

極ご
く

楽ら
く

へ

ま
い
る
心こ
こ
ろ

だ
に
も
候
そ
う
ろ
う

人ひ
と

な
ら
ば
、
息い
き

の
た
え
ん
時と
き

に
、
阿あ

弥み

陀だ 

観か
ん

音の
ん 

勢せ
い

至し

、
来き

た
り
迎む
か

え
給た
も

う
べ
し
と
信し
ん

じ 

お
ぼ
し
め
す
べ
き
に
て

候そ
う
ろ
う

な
り
。

　
　
【
往
生
浄
土
用
心
・
昭
法
全564
】　

❶
訳
文

昔む
か
し

か
ら
多お
お

く
の
僧そ
う

侶り
ょ

達た
ち

に
よ
っ
て
伝つ
た

え
ら
れ
た
臨り
ん

終じ
ゅ
う

の
時と
き

の
心こ
こ
ろ

得え

に
は
、
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
佛ぶ
つ

像ぞ
う

や
佛ぶ
つ

画が

を
、
部へ

屋や

の
西に
し

側が
わ

の
壁か
べ

に
安あ
ん

置ち

し
て
、
病び
ょ
う

人に
ん

の
頭あ
た
ま

を
北き
た

向む

き
に
、
顔か
お

を
西に
し

向む

き
に
し
て
寝ね

か
せ
、

佛ほ
と
け

の
教お
し

え
を
説と

く
者も
の

か
ら
、
臨り
ん

終じ
ゅ
う

の
念ね
ん

佛ぶ
つ

を
勧す
す

め
て
も
ら
い
な
さ

い
と
説と

か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
実じ
つ

に
望の
ぞ

ま
し
い
旅た
び

立だ

ち
の
在あ

り
方か
た

で
は
あ
り
ま
す
が
、
人ひ
と

の
死し

と
は
、
思お
も

い
描え
が

い
て
い
る
通と
お

り
に
な
る

と
は
限か
ぎ

り
ま
せ
ん
。
突と
つ

然ぜ
ん

、
道み
ち

端ば
た

で
行い

き
倒だ
お

れ
、
ま
た
、
お
手て

洗あ
ら

い

で
死し

ぬ
事こ
と

も
あ
り
ま
す
。

私わ
た
し

た
ち
人に
ん

間げ
ん

は
、
は
る
か
過か

去こ

か
ら
六ろ
く

道ど
う

輪り
ん

廻ね

と
い
う
命い
の
ち

の
旅た
び

を

何な
ん

度ど

も
繰く

り
返か
え

し
て
来き

ま
し
た
が
、
こ
の
人に
ん

間げ
ん

界か
い

に
生う

ま
れ
た
限か
ぎ

り

は
、
一い
っ

生し
ょ
う

の
間あ
い
だ

に
、
こ
の
身み

に
受う

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦く

難な
ん

は
、

想そ
う

像ぞ
う

以い

上じ
ょ
う

に
多お
お

い
も
の
な
の
で
す
。
刀か
た
な

な
ど
で
斬き

ら
れ
て
命い
の
ち

を
失う
し
な

う
事こ
と

も
あ
り
ま
す
。
火か

事じ

の
た
め
、
あ
る
い
は
水み
ず

に
溺お
ぼ

れ
て
命い
の
ち

を

落お

と
す
人ひ
と

も
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
の
様よ
う

な
亡な

く
な
り
方か
た

で
あ
っ
て

も
、
日ひ

頃ご
ろ

か
ら
お
念ね
ん

佛ぶ
つ

を
称と
な

え
て
、
西さ
い

方ほ
う

極ご
く

楽ら
く

浄じ
ょ
う

土ど

へ
生う

ま
れ
た

い
と
願ね
が

っ
て
い
れ
ば
、
今い
ま

ま
さ
に
息い
き

が
断た

え
る
と
い
う
時と
き

、
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

が
観か
ん

音の
ん

菩ぼ

薩さ
つ

や
勢せ
い

至し

菩ぼ

薩さ
つ

と
共と
も

に
、
必か
な
ら

ず
お
迎む
か

え
に
来き

て
下く
だ

さ
る
の
だ
と
、
固か
た

く
信し
ん

じ
て
い
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
す
。
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年号 年 西暦 推定Ｍ 状況
貞観 11 869 8.3 ◆死者 1,000 人
天正 13 1585 8.2 ◆伊達領内　死者 5,000 人
慶長 16 1611 8.1 ◆仙台藩領内　死者 1,783 人
元和 2 1616 ◆強震後に大津波来襲
慶安 4 1651 ◆現在の宮城県下に津波来襲
延宝 4 1676 ◆三陸沿岸に津波来襲。人、家畜多数死亡。家屋

の流失
延宝 5 1677 8 ◆三陸沿岸で地震後、津波発生。宮古、鍬ヶ崎、

大槌浦で家屋の流失。
貞亨 4 1687 ◆塩釜をはじめ、宮城県下に津波来襲。
元禄 2 1689 ◆三陸沿岸に津波来襲。
元禄 9 1693 ◆石巻の河口に津波来襲。船 300 隻をさらい、溺

死者多数。
享保 年間 1716-1735 ◆津波有り。海水が田畑に浸水したが人・家畜被

害なし。
宝暦 1 1751 ◆高田大震災により、現在の岩手県下に津波来襲。
天明 年間 1781-1788 ◆津波有り。
寛政 年間 1793 8 . 0～8 . 2 ◆記録不明。
天保 7 1836 ◆仙台地震にともなう津波で人家数百流失、死者

多数。
安政 3 1856 ◆北海道南東部に強震。北海道から三陸沿岸にわ

たり大規模な津波来襲。
明治 1 1867 ◆宮城県本吉地方に津波来襲。
明治 27 1894 ◆岩手県沿岸に小規模の津波来襲。
明治 29 1896 8.5 ◆明治三陸地震津波。

死者 22,000 名。不明 44 名。負傷者 4,398 名。
家屋流失 9,878 戸。全壊 1,844 戸。船舶流失 6,990
隻。

大正 4 1915 ◆宮城県志津川湾（南三陸町）に小規模の津波来
襲。

大正 12 1923 ●関東大震災。死者 105,000 名。←野焼き火葬
（国の指示）
（東日本大震災では「焼き切れないだろうから、仮埋葬をせ
よ」と国の指示（×）。）

三陸沿岸と他の地域における地震・津波来歴。◆は三陸沿岸。●他の地区
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年号 年 西暦 推定Ｍ 状況
昭和 8 1933 8.1 ◆昭和三陸地震津波。

死者 3,000 名。負傷者 12,053 人。家屋流失 4,885
戸。全壊 7,009 戸。船舶流失 4,147 隻。

昭和 16-20 1941-1945 ☠☠☠☠死者 3,100,000 名。すべてを変えてしま
う恐ろしい事。

昭和 19 1944 7.9 ●東南海地震。熊野灘 8m の津波。全壊 26,130
戸。半壊 46,950 戸。

昭和 21 1946 8 ●南海地震。死者 1,330 名。家屋流失 1,451 戸。
全壊 11,591 戸。半壊 23,487 戸。

昭和 35 1960 9.5 ◆チリ地震津波。死者 142 名。負傷者 3,000 名。
家屋全壊 1,500 戸。罹災世帯 32,049 戸。
北海道・青森・岩手・宮城・三重だけで 358 億円
の被害。

昭和 43 1968 7.9 ●十勝沖地震。死者 52 名。負傷者 330 名。家屋
全壊 673 戸。半壊 3,004 戸。一部損壊 15,697 戸。

昭和 58 1983 7.7 ●日本海中部地震。死者 104 名。日本海側の山
形・秋田・青森で 10 ｍの津波。

平成 5 1993 7.8 ●北海道南西沖（奥尻島）地震。死者 202 名。不
明 28 名。

平成 7 1995 ●阪神淡路大震災。死者 6,437 名。
平成 16 2004 ●中越地震。死者 68 名。
平成 16 2004 9.1 ● ス マ ト ラ 島 沖 地 震 津 波。12 月 26 日、 死 者

227,898 名
近 年 の 発 生　2005、2007、2009、2010（2 回）、
2012（3 回）。

平成 23 2011
3 月 11 日

9 ◆東日本大震災。全国死者数（7/18 現在）15,868
名。不明 2,906 名。負傷者 6,109 名
宮城 9,524 名 / 不明 1,479 名（負傷者 4,136 名）。岩
手 4,671 名（1,207 名）。 福 島 1,601 名（211 名）。 家
屋全・半壊 39,000 戸以上。船舶流失 22,000 隻以
上。農地被害 23,600ha。避難者ピーク時 400,000
人。
大川小学校　全校生徒 108 → 74 名死亡。教職員
13 名→ 10 名死亡。助かった児童は保護者が車で
迎えに来て、素早く迅速に帰った人。
震災関連死・福島 764 名、宮城 636 名（西光寺は
2 名）、岩手 179 名。
問題　高齢者が多い事は何を示すか ?　  答え 人
生経験 ?

☞死者の年代別
　60～80 歳以上で 65％
　　80 歳以上 22.1％ 2,454 名
　　70 ～ 79 歳 24% 2,663 名
　　60 ～ 69 歳 19.1% 2,124 名

☞死因 水死 92.5％（12,143 名）
 圧死・損傷死 4.4％（574 名）
 火災 1.1％（148 名※増える）
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念
仏
の
絆
源
智
上
人
に
つ
い
て

横　

井　

照　

典

1
、 

僧
と
し
て
源
智
上
人
の
ス
タ
ー
ト

　

井
川
定
慶
集
解
「
法
然
上
人
伝
全
集
四
十
八
巻
伝
」
に
よ
る
。

　

勢
観
房
源
智
上
人
は
備
中
守
師も
り

盛も
り

朝あ

臣そ
ん

の
子
、
小
松
の
内
府
重
盛

公
の
孫
な
り
。
平
家
逆
乱
の
後
、
よ
の
は
ば
か
り
あ
り
て
、
母
儀
、

こ
れ
を
か
く
し
も
て
り
け
る
を
、
建
久
六
年
、
生
年
十
三
歳
の
時
上

人
に
進
ず
。

　

源
智
上
人
は
寿
永
二
年
（
一
一
八
二
年
）
の
誕
生
で
あ
る
。

　

こ
の
年
、
木
曽
義
仲
が
京
に
乱
入
し
、
平
家
は
風
前
の
灯
の
よ
う

な
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
翌
寿
永
三
年
二
月
七
日
、
父
師
盛
は
、

一
の
谷
の
戦
で
戦
死
を
遂
げ
、
十
一
日
、
そ
の
首
級
は
、
忠
度の
り
、
敦

盛
ら
の
首
と
と
も
に
、
八
条
河
原
の
獄
門
の
木
に
懸
け
ら
れ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
二
年
後
の
元げ
ん
暦り
ゃ
く元
年
三
月
二
十
四
日
、
今
度
は
、
平

家
一
族
が
壇
ノ
浦
で
滅
亡
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
時
に
、
平
家
一
門
の
子
と
し
て
生
れ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
源
智
上
人
は
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
数
奇
な
運
命
を
背
負
っ
て

い
た
と
い
え
る
。

　

こ
れ
よ
り
二
十
五
年
ほ
ど
前
の
平
治
の
乱
（
一
一
五
九
年
）
の
後

に
、
源
頼
朝
自
身
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
経
験
、
頼
朝
は
清
盛
の
子

重
盛
や
継
母
池
禅
尼
の
は
か
ら
い
で
、
一
命
を
助
け
ら
れ
た
。
頼
朝

は
、
一
片
の
温
情
が
今
回
の
平
家
滅
亡
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
思
え

ば
、
同
じ
運
命
が
、
源
氏
を
襲
う
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
平
家
の
根

絶
を
計
っ
た
。

　

こ
う
し
た
詮
索
の
網
の
目
の
下
で
源
智
上
人
は
生
き
延
び
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
監
視
の
下
で
は
源
智
上
人
は
、
徹
底
し
て
己
を
隠
し
続

け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

源
智
上
人
、
十
三
歳
の
時
、
法
然
上
人
の
も
と
を
訪
ね
弟
子
と
な
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る
。

　

源
氏
の
治
下
で
は
選
択
の
幅
な
ど
な
く
、
宿
命
と
し
か
言
い
よ
う

が
な
い
。

　

法
然
上
人
は
、
源
智
上
人
が
入
室
す
る
と
す
ぐ
慈
円
和
尚
の
元
に

お
く
り
源
智
上
人
を
正
式
な
僧
に
す
る
為
に
は
天
台
座
主
の
慈
円
和

尚
に
預
け
る
し
か
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
法
然
上
人
が
東
大
寺
で
三

部
経
の
講
説
を
さ
れ
た
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
年
）
に
開
板
さ
れ
た

経
釈
に
天
台
黒
谷
沙
門
源
空
と
開
板
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
律
令
下
で
は
、
法
然
上
人
の
も
と
で
は
正
式
の
僧
侶
に
す

る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。（
九
条
兼
実
の
実
弟
慈
円
和
尚
）

　

翌
年
に
政
変
が
起
り
、
九
条
兼
実
は
関
白
か
ら
転
落
、
慈
円
も
座

主
か
ら
お
り
る
。

　

そ
し
て
源
智
上
人
は
一
年
ほ
ど
で
法
然
上
人
の
元
に
至
り
、
感
西

上
人
に
つ
い
て
勉
学
に
励
む
。

　

四
年
後
感
西
上
人
没
後
法
然
上
人
の
元
に
帰
る
。
源
智
上
人
十
八

歳
、
法
然
上
人
六
十
八
歳
の
時
で
あ
る
。

　

日
常
生
活
の
面
倒
を
み
な
が
ら
合
間
を
み
て
色
々
尋
ね
る
と
い
う

よ
う
な
日
々
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　

建
久
九
年
（
一
一
九
二
年
）
九
条
兼
実
公
の
要
請
に
依
り
「
選
択

本
願
念
仏
集
」
を
著
す
。
こ
の
時
源
智
上
人
は
準
備
係
と
し
て
勤
め

る
。

　

延
暦
寺
衆
徒
に
よ
る
専
修
念
仏
停
止
の
申
し
出
に
依
り
元
久
元
年

（
一
二
〇
四
年
）
十
一
月
七
日
に
「
七
箇
条
制
誡
」
を
作
成
、
門
徒

が
署
名
し
「
起
請
文
」
を
天
台
座
主
に
提
出
。

　

続
い
て
、
興
福
寺
奉
状
が
あ
り
、
建
永
二
年
（
一
二
〇
七
年
）
住

蓮
、
安
楽
に
依
る
建
永
の
法
難
で
法
然
上
人
は
、
二
月
二
十
八
日

「
藤
井
元
彦
」
と
い
う
俗
名
を
与
え
ら
れ
、
土
佐
に
流
罪
、
源
智
上

人
は
摂
津
の
浦
で
、
お
別
れ
に
あ
た
り
法
然
上
人
か
ら
、
お
名
号
と

水
鏡
の
御
影
を
拝
領
さ
れ
る
。
源
智
上
人
二
十
五
歳
。

　

承
元
一
年
（
一
二
〇
七
年
）
十
二
月
に
赦
免
、
承
元
二
年
摂
津
の

勝
尾
寺
に
滞
在
す
ぐ
源
智
上
人
は
師
の
元
に
行
き
お
世
話
を
さ
れ
る
。

　

建
暦
元
年
（
一
二
一
一
年
）
十
一
月
二
十
日
東
山
大
谷
の
禅
坊
に

戻
ら
れ
る
。

　

建
暦
二
年
一
月
二
十
三
日
、
源
智
上
人
の
要
請
に
依
り
「
一
枚
起

請
文
」
を
著
す
。（
源
智
上
人
三
十
歳
）

　

現
在
、
黒
谷
の
光
明
寺
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
一
枚
起
請
文
に
つ
い
て
、
一
休
禅
師
は
、「
伝
え
聞
く
法
然

上
人
、
生
き
如
来
蓮
華
上
品
に
安
住
し
、
尼
入
道
の
無
知
の
と
も
が

ら
に
お
な
じ
う
す
、
一
枚
起
請
文
も
っ
と
も
奇
か
な
。」

　

ま
た
、
司
馬
遼
太
郎
氏
は
、「
現
在
の
文
筆
家
が
ど
ん
な
努
力
を
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し
て
も
書
く
こ
と
が
出
来
な
い
名
文
音
読
す
る
文
章
と
し
て
味
わ
い

が
あ
る
」
と
讃
え
て
い
る
。

　

源
智
上
人
は
、
法
然
上
人
か
ら
、「
道
具
、
本
尊
（
法
然
上
人
念

持
仏
）
房
舎
、
聖
教
の
こ
る
所
な
く
こ
れ
を
相
承
さ
れ
た
。

二
、
報
恩
の
為
の
阿
弥
陀
如
来
建
立

　

法
然
上
人
に
は
多
く
の
弟
子
が
い
た
が
、
報
恩
の
為
に
何
を
な
す

べ
き
か
、
人
一
倍
熱
い
気
持
ち
で
驚
く
べ
き
発
想
で
年
齢
も
三
十
歳
、

実
行
し
た
の
が
、
信
楽
玉
桂
寺
で
発
見
さ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ

る
。（
三
尺
立
像
快
慶
風
）

　

源
智
上
人
は
、
早
く
か
ら
多
く
の
念
仏
聖
を
傘
下
に
お
い
て
お
り
、

お
念
仏
申
す
人
々
を
法
然
上
人
と
直
接
結
縁
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば

ど
れ
ほ
ど
彼
ら
の
喜
び
大
き
く
、
そ
れ
が
法
然
上
人
の
恩
徳
に
報
い

る
こ
と
に
な
る
と
考
え
、
直
ち
に
実
行
し
た
。

　

法
然
上
人
の
念
持
仏
と
同
じ
も
の
を
作
れ
ば
、
上
人
の
思
い
が
胎

内
に
収
め
ら
れ
る
結
縁
者
に
伝
わ
る
と
思
っ
た
よ
う
だ
。

　

法
然
上
人
の
思
い
、「
念
仏
の
声
す
る
と
こ
ろ
」、
近
畿
、
中
国
、

東
海
、
北
陸
、
越
中
、
蝦
夷
、
東
北
に
結
縁
者
の
名
が
仏
像
の
体
内

に
四
万
五
千
人
結
縁
者
が
あ
っ
た
。

　

結
縁
者
に
は
、
僧
尼
、
武
士
、
源
氏
、
平
家
、
俗
人
も
い
て
、
真

の
平
等
の
実
現
が
出
来
て
い
た
。

　

言
う
な
れ
ば
、
念
仏
教
団
の
形
成
を
源
智
上
人
は
実
行
に
移
さ
れ

た
。
念
仏
聖
等
の
講
組
織
を
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
、
こ
の
阿
弥
陀
如

来
像
で
あ
る
。

　

今
の
浄
土
宗
教
団
も
源
智
上
人
に
、
教
団
と
は
何
か
、
学
ぶ
べ
き

で
あ
る
。

　
三
、 

嘉
禄
の
法
難

　

嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
年
）
法
難
が
起
り
、
法
然
教
団
は
大
打
撃

を
受
け
る
。

　

隆
寛
、
幸
西
は
流
罪
、
法
然
上
人
の
死
骸
を
鴨
川
に
流
す
こ
と
を

天
台
宗
は
、
朝
廷
に
奏
上
し
た
。

　

そ
こ
で
、
宇
都
宮
蓮
生
、
塩
谷
信
生
等
関
東
武
者
が
、
遺
骸
を
守

り
嵯
峨
の
二
尊
院
に
送
り
届
け
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
年
）
正
月
二

十
五
日
に
西
山
粟
生
野
の
幸
阿
弥
陀
仏
の
も
と
に
移
し
荼
毘
に
し
、

小
倉
山
に
葬
っ
た
。

　

七
年
経
ち
、
源
智
上
人
は
、
四
条
天
皇
に
奏
上
し
、
お
許
を
得
て
、

仏
殿
に
大
谷
寺
、
廟
堂
に
知
恩
院
、
総
門
に
華
頂
山
と
名
付
け
る
よ

う
勅
額
を
四
条
天
皇
よ
り
賜
わ
る
。

　

文
暦
元
年
（
一
二
三
四
年
）
源
智
上
人
二
十
三
回
忌
を
営
む
。
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（
源
智
上
人
五
十
二
歳
）

　

源
智
上
人
は
、
法
然
教
団
の
復
興
に
画
期
的
な
仕
事
を
さ
れ
た
。

　

源
智
上
人
の
、
無
私
の
ま
ご
こ
ろ
、
強
い
意
志
、
熱
い
情
、
世
間

の
目
が
変
化
し
て
い
く
の
を
見
越
し
次
々
と
方
策
を
考
え
努
力
し
た

手
法
は
、
卓
越
し
た
能
力
で
あ
る
。

　

ま
た
、
法
然
上
人
の
お
念
仏
に
つ
い
て
も
、
源
智
上
人
の
弟
子
蓮

寂
房
信
慧
と
聖
光
上
人
の
弟
子
で
あ
る
良
忠
上
人
と
京
都
東
山
赤
築

地
で
四
十
八
日
の
談
義
を
始
め
た
時
、
聖
光
・
良
忠
と
伝
わ
っ
て
い

る
鎮
西
の
流
れ
と
、
源
智
・
信
慧
と
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ

ち
、
法
然
教
団
の
正
統
を
継
ぐ
紫
野
門
徒
に
確
認
せ
ね
ば
不
安
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。

　

な
ぜ
な
ら
、
聖
光
上
人
は
、
宗
義
よ
り
政
治
力
に
長
け
た
人
で
あ

っ
た
か
ら
だ
。

　

そ
し
て
、
九
州
に
帰
ら
れ
て
か
ら
京
に
上
る
こ
と
な
く
、
嘉
禎
四

年
（
一
二
三
八
年
）
二
月
に
七
十
七
歳
に
て
逝
去
、
同
年
十
二
月
十

二
日
に
源
智
上
人
五
十
六
歳
に
て
往
生
。

　
四
、
む
す
び 

　

源
智
上
人
は
、
法
然
教
団
の
中
心
を
確
立
し
、
焦
ら
ず
急
が
ず
時

代
の
流
れ
に
そ
い
、
自
然
に
徐
々
に
転
開
さ
せ
た
手
法
は
再
評
価
す

べ
き
で
あ
る
。
法
然
教
団
の
ポ
イ
ン
ト
、
一
枚
起
請
文
、
玉
桂
寺
の

阿
弥
陀
如
来
の
結
縁
、
醍
醐
本
（
法
然
上
人
伝
記
）、
嘉
禄
の
法
難

の
後
始
末
と
旧
房
の
再
興
等
、
実
質
的
に
二
代
と
し
て
評
価
さ
れ
る

べ
き
働
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　

源
智
上
人
な
し
に
、
今
日
の
浄
土
宗
の
存
在
は
な
い
の
で
は
な
い

か
。

　

今
一
度
、
そ
の
存
在
に
光
を
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。

　

源
智
上
人
は
、
法
然
上
人
の
元
で
法
然
上
人
の
お
念
仏
を
素
直
に

体
得
し
そ
の
絆
を
強
く
人
々
に
結
縁
さ
れ
た
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
。

　
　
　

○ 

主
な
参
考
文
献

　

一
、 

梶
村 

昇
『
勢
観
房
源
智
』　

東
方
出
版

　

一
、 

総
本
山
知
恩
院
布
教
師
会
『
勢
観
房
源
智
上
人
』

　

一
、 

笠
原 

一
男
編
『
日
本
宗
教
史
』　

山
川
出
版
社

　

一
、 

井
川 

定
慶
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』　

浄
土
宗
宗
務
庁
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慈
悲
は
如
何
に
示
さ
れ
る
か

石　

田　

一　

裕

一
、
は
じ
め
に

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
の
後
、
私
は
「
被
災

さ
れ
た
方
々
に
何
か
力
に
な
り
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
。

春
彼
岸
が
目
前
に
迫
っ
て
お
り
、
彼
岸
の
仏
壇
参
り
で
の
読
経
の
度

に
震
災
で
亡
く
な
っ
た
方
々
の
回
向
を
行
な
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
の

よ
う
な
自
分
自
身
の
行
動
の
動
機
を
批
判
し
よ
う
と
い
う
の
が
意
図

で
あ
る
。

二
、
問
題
の
所
在

　

震
災
か
ら
二
年
以
上
が
経
過
し
た
い
ま
、
私
は
上
に
記
し
た
自
身

の
実
際
の
行
動
を
批
判
す
る
。

　

問
題
の
所
在
は
行
動
の
動
機
に
あ
り
、
こ
の
批
判
を
通
し
て
考
え

る
こ
と
は
慈
悲
に
つ
い
て
で
あ
る
。
慈
悲
は
様
々
な
利
他
行
の
動
機

に
据
え
ら
れ
、
僧
侶
に
実
践
の
契
機
を
与
え
る
一
つ
の
精
神
的
要
素

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
特
に
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
『
大
智

度
論
』
に
「
慈
悲
は
こ
れ
仏
道
の
根
本
な
り
」（
大
正
二
六
・
二
五

六
下
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
慈
悲
が
強
調
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
例

は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　

慈
悲
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
と
か
く
慈
悲
を
心
の
働
き
と
理
解

し
が
ち
で
あ
る
が
、
慈
悲
そ
の
も
の
を
精
神
作
用
の
一
つ
と
考
え
て

は
な
ら
な
い
。『
大
智
度
論
』
の
上
の
引
用
は
、
慈
悲
を
生
じ
た
の

ち
に
、
無
上
正
等
菩
提
を
求
め
る
心
を
起
こ
す
と
続
き
、
こ
こ
で
は

慈
悲
が
無
上
正
等
菩
提
へ
の
導
入
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
後
の
衆
生
救
済
に
結
び
つ
く
。
慈
悲
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
衆
生
の
苦
の
観
察
が
発
心
の
契
機
と
な
り
仏
道
修
行
に
足

を
踏
み
入
れ
た
菩
薩
は
、
い
つ
か
無
上
正
等
菩
提
を
得
て
仏
陀
と
な

り
、
そ
の
後
に
、
智
慧
に
立
脚
し
て
衆
生
を
救
済
す
る
。
仏
陀
の
衆
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生
救
済
の
動
機
を
慈
悲
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
が
菩
薩
と
な
っ
た
そ

の
時
か
ら
具
わ
っ
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
仏
陀
の
実
際
の
救

済
が
成
立
し
た
と
い
う
理
解
が
こ
こ
に
は
み
ら
れ
る
。
仏
陀
に
慈
悲

が
初
め
か
ら
具
わ
っ
て
い
れ
ば
、
成
道
か
ら
初
転
法
輪
に
至
る
過
程

は
、
実
に
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
も
と
も
と
慈
悲
を
契
機
に
仏
道
を

歩
ん
だ
菩
薩
で
あ
れ
ば
、
仏
陀
と
な
っ
て
か
ら
は
智
慧
に
立
脚
し
て

思
う
存
分
に
利
他
行
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
律
蔵
『
大
品
』
で
は
、
仏
陀
は
説
法
に
向
う
こ
と

を
躊
躇
す
る
場
面
が
え
が
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
梵
天
勧
請
に
よ
っ
て
、

仏
陀
は
「
諸
々
の
衆
生
に
お
け
る
悲
に
よ
っ
て
、
仏
眼
を
以
て
世
間

を
見
て
」
衆
生
の
機
根
を
観
察
し
、
説
法
を
決
意
す
る
。
こ
こ
で
の

悲
は
す
ぐ
さ
ま
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

仏
陀
は
説
法
に
よ
る
衆
生
の
救
済
を
行
な
う
べ
き
か
ど
う
か
を
考
え
、

そ
れ
を
判
断
す
る
た
め
に
、
衆
生
に
お
け
る
悲
に
条
件
づ
け
ら
れ
た

仏
眼
を
用
い
て
世
間
を
見
る
の
で
あ
る
。
悲
を
条
件
と
し
て
用
い
ら

れ
た
仏
眼
が
観
察
し
た
世
間
に
は
、
様
々
な
衆
生
が
存
在
し
て
お
り
、

仏
陀
は
そ
れ
を
冷
徹
に
見
抜
き
、
自
身
の
説
法
が
理
解
さ
れ
る
こ
と

を
確
信
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
仏
陀
は
す
ぐ
に
説
法
に
は
向

か
わ
な
い
。
こ
の
後
、
仏
陀
は
誰
に
法
を
説
く
べ
き
か
、
ま
た
誰
が

こ
の
法
を
速
や
か
に
理
解
す
る
か
を
思
惟
し
、
か
つ
て
禅
定
を
学
ん

だ
二
人
の
師
に
教
え
を
説
こ
う
と
す
る
が
、
彼
ら
が
死
ん
で
い
る
こ

と
を
見
極
め
、
よ
う
や
く
五
比
丘
へ
の
説
法
を
す
る
べ
き
と
思
い
至

り
、
鹿
野
苑
に
向
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
大
品
』
の
構
造
は
『
大
智
度
論
』
が
主
張
し
よ
う
と
す
る

慈
悲
に
よ
る
衆
生
救
済
と
は
、
趣
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
見
で
は
、
こ
の
相
違
は
仏
陀
の
慈
悲
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か

に
起
因
す
る
。

三
、
慈
悲
の
体

　
『
大
智
度
論
』
が
説
く
慈
悲
は
衆
生
救
済
の
根
本
的
な
動
機
で
あ

り
、
仏
心
そ
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
『
観
経
』
の
「
仏
心
と
は
、

大
慈
悲
こ
れ
な
り
」（
聖
典
一
・
三
〇
一
）
と
い
う
も
の
も
『
大
智

度
論
』
の
説
示
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
『
大
品
』
は
そ
う
で
は
な
い
。
仏
陀
は
覚
っ
て
す
ぐ
に
は
衆

生
救
済
に
向
か
わ
な
い
。
衆
生
の
機
根
を
見
定
め
、
教
え
を
説
く
べ

き
か
否
か
を
検
討
し
、
さ
ら
に
誰
に
教
え
を
説
く
べ
き
か
を
考
え
た

後
、
や
っ
と
説
法
に
向
う
の
で
あ
る
。
こ
の
仏
陀
は
、
お
そ
ら
く
そ

の
眼
に
よ
っ
て
世
間
を
見
渡
し
、
様
々
な
苦
し
み
に
あ
え
ぐ
衆
生
の

存
在
を
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
衆
生
を
、
第

一
の
説
法
の
対
象
と
定
め
な
い
よ
う
な
仏
陀
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
、
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仏
陀
の
慈
悲
、
す
な
わ
ち
大
慈
悲
の
本
質
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

私
は
『
大
品
』
が
前
提
と
す
る
大
慈
悲
の
本
質
を
『
倶
舎
論
』
に

見
て
取
る
。『
倶
舎
論
』
に
は
「
如
来
の
大
悲
は
俗
智
を
性
と
な
す
」

（
大
正
二
九
・
一
四
一
上
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
大
慈
悲
が
智

慧
を
本
質
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
『
倶
舎
論
』
の

帰
敬
偈
で
は
、
仏
陀
は
正
法
の
教
示
に
よ
っ
て
衆
生
を
救
済
し
た
と

い
う
。
こ
れ
は
、
部
派
仏
教
の
出
家
者
た
ち
が
、
彼
ら
が
伝
え
た
ア

ー
ガ
マ
に
こ
そ
仏
陀
の
慈
悲
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
仏
陀
が
智
慧
に
基
づ

い
て
説
い
た
言
葉
に
こ
そ
慈
悲
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
仏
陀

は
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
衆
生
を
救
済
す
る
の
で
あ
る
。

　

今
、
仏
陀
の
慈
悲
に
対
す
る
二
種
の
理
解
を
考
察
し
た
が
、
こ
の

二
種
の
理
解
の
相
違
は
た
だ
表
面
上
の
こ
と
で
あ
る
。『
観
経
』
は

「
仏
心
と
は
大
慈
悲
で
あ
る
」
と
説
く
が
、
こ
れ
を
「
仏
心
と
は
智

慧
で
あ
る
」
と
述
べ
て
も
、
こ
の
文
言
は
間
違
い
で
は
な
い
。
仏
陀

の
覚
り
の
本
質
は
、
智
慧
で
あ
る
。
上
に
触
れ
た
『
倶
舎
論
』
帰
敬

偈
の
長
行
で
は
、
仏
陀
と
阿
羅
漢
の
差
が
不
染
汚
無
知
の
有
無
に
あ

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仏
陀
の
本
質
が
完
成
さ
れ

た
智
慧
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
衆
生
は
こ
の
完

成
さ
れ
た
智
慧
を
慈
悲
と
し
て
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
。
慈
悲
は
ど

こ
ま
で
も
仏
陀
と
衆
生
の
間
に
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
に

お
い
て
仏
陀
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
大
品
』
で
は
、

慈
悲
に
条
件
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
仏
眼
は
世
間
に
向
け
ら
れ
、
仏
陀

は
衆
生
を
観
察
す
る
。
そ
れ
ま
で
自
身
の
内
を
観
察
し
て
い
た
仏
陀

の
目
が
、
慈
悲
に
よ
っ
て
外
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
慈
悲

は
衆
生
へ
の
関
心
で
あ
り
、
苦
に
あ
え
ぐ
衆
生
を
観
察
す
る
智
慧
は

清
浄
な
る
覚
り
を
も
た
ら
す
智
慧
そ
の
も
と
は
異
な
る
側
面
を
持
つ

か
ら
、
世
俗
智
と
限
定
さ
れ
る
。
仏
陀
の
完
全
な
る
智
慧
が
揺
れ
動

き
、
衆
生
に
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
で
衆
生
を
観
察
す
る
世
俗
智
と
し

て
働
く
時
が
、
慈
悲
の
誕
生
す
る
瞬
間
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
私
が
述
べ
た
い
こ
と
は
、
仏
心
と
は
、
徹
底
的
に
智
慧
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
智
慧
は
、
衆
生
に
は
慈
悲

と
感
じ
ら
れ
る
。
智
慧
に
基
づ
い
た
仏
陀
の
行
為
が
衆
生
に
慈
悲
を

感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
慈
悲
は
あ
く
ま
で
も
関
係
性
の
中
に
お
い

て
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
智
慧
に
基
づ
い
た
仏
陀
の
一
挙
手
一
投
足

を
通
じ
て
慈
悲
は
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
実
践
の
動
機

　

こ
こ
で
、
抽
象
的
に
な
っ
た
考
察
に
形
を
与
え
て
み
よ
う
。
本
稿
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が
批
判
す
る
の
は
、
私
が
震
災
で
亡
く
な
っ
た
方
々
を
回
向
し
よ
う

と
思
っ
た
そ
の
動
機
で
あ
る
。
私
の
動
機
は
、
感
情
で
あ
る
。
私
は
、

自
身
の
気
持
ち
に
従
っ
て
春
彼
岸
に
震
災
で
亡
く
な
っ
た
人
々
の
回

向
を
し
た
。
行
為
そ
の
も
の
が
間
違
い
、
あ
る
い
は
行
わ
な
く
て
良

い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
動
機
が
感

情
で
あ
る
こ
と
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
感
情
に
基
づ
く
行
為
を
無
私
の
行
い
と
讃
え
る
こ
と

も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
他
人
の
そ
れ
を
わ
ず
か
ば
か
り
も
否
定

は
し
な
い
し
、
そ
れ
は
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。
人
の
た
め
に
尽
く

す
こ
と
の
動
機
は
種
々
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
誰
か
の
助
け
に
な
り
た

い
と
い
う
思
い
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
苦
し
む

人
々
を
見
て
力
に
な
り
た
い
と
思
う
気
持
ち
や
、
助
け
て
あ
げ
た
い

と
い
う
気
持
ち
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
私
が
感
情
に
よ
っ
て
行
動
し
た
こ
と
は
、
自
分
自
身
に

よ
っ
て
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
身
が
僧
侶
で
あ
る
こ
と

を
自
覚
し
て
い
る
以
上
、
い
か
な
る
時
も
感
情
は
抑
制
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
怒
り
や
悲
し
み
が
時
に
判
断
を
狂
わ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

誤
っ
た
行
動
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
、
愛
情
や
憐
れ
み
、
あ
る
い
は

誰
か
の
た
め
に
役
立
ち
た
い
と
い
う
感
情
も
ま
た
誤
っ
た
行
動
を
引

き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

現
代
で
は
、
一
般
的
に
愛
と
い
う
感
情
が
肯
定
的
な
も
の
と
し
て

受
け
止
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
怒
り
は
否
定
的
な
感
情
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
愛
に
基
づ
く
行
為
は
是
で
あ
り
、
怒
り
に
基
づ
く
行
為
は

非
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
経
論
に
基
づ
く
と
怒
り
が
否
定
さ
れ
る

の
は
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
愛
も
ま
た
否
定
さ
れ
る
べ
き
一
面
を

持
つ
。『
倶
舎
論
』
四
に
は
「
愛
に
二
有
り
。
一
つ
に
は
有
染
汚
、

二
つ
に
は
無
染
汚
な
り
。
有
染
と
い
う
は
貪
な
り
。
妻
子
等
の
愛
の

如
し
。
無
染
と
い
う
は
信
な
り
。
師
長
等
の
愛
の
如
し
」（
大
正
二

九
・
二
一
上
）
と
述
べ
ら
れ
、
妻
子
に
対
す
る
愛
が
煩
悩
で
あ
る
貪

と
さ
れ
る
。
愛
や
怒
り
と
い
っ
た
感
情
で
行
動
す
る
こ
と
は
、
煩
悩

に
よ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
特
定
の
人
物
へ
の
愛
に
よ
っ
て

そ
の
人
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
と
、
怒
り
に
ま
か
せ
て
人
を
傷
つ
け

る
こ
と
と
で
は
、
感
情
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
に
、

大
差
が
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
ほ
か
の
感
情
に
つ

い
て
も
、
同
様
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
行
動
の
動
機
と
し
て
の
感
情
を
批
判
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
行
動
は
ど
の
よ
う
に
し
て
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

愛
に
も
怒
り
に
も
共
通
す
る
感
情
の
契
機
は
、
他
者
へ
の
関
心
で

あ
る
。
仏
陀
が
初
転
法
輪
に
向
っ
た
の
は
、
梵
天
の
勧
請
に
よ
っ
て

慈
悲
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
仏
眼
に
よ
っ
て
世
間
を
見
た
こ
と
に
よ
る
。
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こ
の
慈
悲
は
他
者
へ
の
関
心
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仏
陀
は

衆
生
に
関
心
を
懐
い
た
か
ら
こ
そ
、
世
間
を
観
察
し
、
そ
の
智
慧
に

よ
っ
て
様
々
な
衆
生
の
機
根
を
見
抜
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
機
根
の
分
類
作
業
の
契
機
は
衆
生
へ
の
関
心
（
＝
慈
悲
）
と
い
え

る
。
す
で
に
『
大
品
』
の
引
用
を
記
し
た
が
、
そ
の
後
に
は
「
世
尊

は
仏
眼
を
も
っ
て
世
間
を
観
察
し
つ
つ
」
と
続
け
ら
れ
、
こ
こ
で
は

「
諸
々
の
衆
生
に
お
け
る
悲
に
よ
っ
て
」
と
い
う
語
が
な
く
な
っ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
省
略
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
悲
が

必
要
で
あ
っ
た
の
は
世
間
の
衆
生
に
仏
眼
を
向
け
る
ま
で
で
あ
っ
た

と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
場
合
、
慈
悲
と
は
世
間
に
目

を
向
け
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
目
を
向
け
た
後
は
、
智
慧

に
よ
っ
て
衆
生
を
観
察
す
る
の
み
で
あ
る
。

　

慈
悲
は
あ
く
ま
で
も
智
慧
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
だ
衆
生
に
対
す

る
関
心
で
あ
る
。
特
別
な
感
情
が
含
ま
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
仏
陀
は

冷
静
に
世
間
を
観
察
し
、
衆
生
の
機
根
を
分
類
で
き
た
の
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
自
身
が
最
初
に
話
す
べ
き
相
手
を
選
ぶ
際
に
も
、
様
々
に

悩
み
苦
し
む
人
々
で
は
な
く
、
五
比
丘
と
い
う
教
え
に
最
も
相
応
し

い
対
象
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
、
と
解
釈
す
る
余
地
が
『
大
品
』
に

は
あ
る
。

　

私
は
、
自
身
の
行
動
の
動
機
が
感
情
で
あ
っ
た
こ
と
は
や
は
り
間

違
い
で
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
言
葉
遊
び
に
聞
こ
え
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
他
者
へ
の
関
心
は
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
他
者

に
目
を
向
け
る
こ
と
で
あ
り
、
必
要
以
上
に
大
き
な
感
情
を
介
在
さ

せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
他
者
に
目
を
向
け
た
後
は
、
智
慧
に

基
づ
い
た
行
動
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

五
、
慈
悲
は
如
何
に
示
さ
れ
る
か
？

　

慈
悲
は
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
仏
陀
の
慈
悲
は
説
法
に
よ

っ
て
示
さ
れ
、
衆
生
は
そ
れ
を
聞
く
こ
と
で
仏
陀
に
慈
悲
の
心
を
想

定
す
る
。
仏
陀
の
説
法
は
絶
対
的
に
智
慧
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
慈
悲
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
智
慧
に
基
づ
か
な

い
説
法
で
は
、
慈
悲
は
示
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

仏
陀
は
智
慧
に
基
づ
い
て
、
様
々
な
衆
生
の
機
根
を
見
抜
き
、
そ

の
場
そ
の
時
で
最
も
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
と
り
教
え
を
授
け
る
。
こ

れ
こ
そ
が
衆
生
に
と
っ
て
の
慈
悲
で
あ
る
。
あ
た
か
も
親
が
子
の
成

長
に
合
わ
せ
て
、
段
階
的
に
様
々
な
こ
と
を
教
え
る
よ
う
な
も
の
で

あ
り
、
ま
た
医
者
が
病
気
に
合
わ
せ
て
様
々
な
治
療
を
施
す
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
親
や
医
者
に
は
、
子
あ
る
い
は
患
者
に
対
す
る
関
心

は
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
そ
の
時
に
お
い
て
、
相
手
の
感

情
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
、
ま
ず
導
入
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
親
や
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医
者
は
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。
泣
き
叫
ぶ
赤
子
を
見
て
「
悲
し
い

ね
」
と
子
の
気
持
ち
に
同
意
を
示
す
だ
け
で
は
子
育
て
は
で
き
な
い

し
、
苦
し
む
患
者
を
診
て
「
苦
し
い
で
す
ね
」
と
し
か
述
べ
ら
れ
な

い
人
を
、
医
者
と
は
呼
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
感
情
へ
の
同
意
は
あ
く

ま
で
契
機
で
あ
り
、
そ
の
後
に
は
適
切
な
行
動
が
行
わ
れ
る
。
こ
の

行
動
に
よ
っ
て
苦
が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
で
、
子
や
患
者
に
と
っ
て

親
や
医
者
の
優
し
さ
が
示
さ
れ
る
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
私
の
行
動
は
、
誰
か
の
感
情
に
対
す
る
同
意
で
は

な
く
、
自
身
の
感
情
に
任
せ
た
行
動
で
あ
り
、
ま
た
透
徹
し
た
智
慧

に
基
づ
い
た
行
動
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、「
慈
悲
＝
智
慧
」
に

基
づ
い
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
己
満
足
の
た
め
の
行
動

で
あ
っ
た
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

慈
悲
を
示
す
に
は
、
智
慧
が
必
要
で
あ
る
。
智
慧
に
基
づ
く
行
動

は
、
相
手
の
感
情
の
肯
定
や
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
相
手
の
苦
を
取
り
除
く
こ
と
を
可
能
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
他
者
の
苦
を
取
り
除
く
こ
と
を
通
し
て
、
あ
る

い
は
安
心
を
与
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
己
と
他
者
の
間
に
慈
悲
が

生
じ
、
こ
れ
こ
そ
慈
悲
が
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

前
提
は
あ
く
ま
で
も
智
慧
で
あ
る
。
慈
悲
は
智
慧
を
本
質
と
す
る
一

つ
の
表
出
で
あ
る
。

六
、
ま
と
め
―
愚
者
の
慈
悲
と
課
題
―

　

慈
悲
が
智
慧
を
本
質
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
覚
者
で
は
な
い
愚
者

が
慈
悲
を
示
す
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
様
々
な
見
解
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
『
ダ
ン
マ
パ

ダ
』
の
あ
る
偈
文
か
ら
、
そ
れ
を
考
え
た
い
。

も
し
も
愚
者
が
み
ず
か
ら
愚
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち

賢
者
で
あ
る
。
愚
者
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
み
ず
か
ら
賢
者

だ
と
思
う
者
こ
そ
、「
愚
者
」
だ
と
言
わ
れ
る
。（
中
村
元
訳
、

ダ
ン
マ
パ
ダ
63
）

　

愚
者
の
自
覚
は
一
つ
の
智
慧
で
あ
る
。
自
身
を
愚
者
と
自
覚
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
愚
者
は
愚
者
の
立
場
に
留
ま
っ
て
は
い
ら
れ
な
く

な
る
。
愚
者
の
自
覚
に
よ
っ
て
智
慧
が
生
じ
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て

愚
者
に
よ
っ
て
も
慈
悲
が
示
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
慈
悲
の
実
践
は
、

智
慧
に
基
づ
く
こ
と
で
の
み
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
は
愚
者
で
あ
っ
て

も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
愚
者
が
仏
陀
の
行
動
を
規
範
と
し
つ
つ
、

自
己
の
能
力
を
自
覚
し
、
そ
の
場
そ
の
時
に
応
じ
て
で
き
う
る
限
り

の
智
慧
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慈
悲
は
示
さ
れ
る
。
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そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
仏
陀
に
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
慈
悲
を
示
す

こ
と
は
智
慧
に
よ
る
し
か
な
い
。
そ
れ
故
に
智
慧
の
放
棄
は
慈
悲
の

放
棄
で
あ
り
、
智
慧
を
求
め
な
い
こ
と
は
慈
悲
を
断
念
す
る
こ
と
で

あ
る
。

　

慈
悲
を
示
そ
う
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
智
慧
を
求
め
ね
ば
な
ら
な

い
。
あ
く
な
き
慈
悲
の
実
践
と
は
、
あ
く
な
き
智
慧
の
追
及
で
あ
り
、

こ
の
智
慧
に
基
づ
い
て
衆
生
に
関
わ
る
こ
と
で
し
か
慈
悲
は
示
さ
れ

な
い
。
仏
陀
の
完
成
さ
れ
た
智
慧
と
そ
れ
に
基
づ
く
大
慈
悲
と
異
な

り
、
我
々
の
智
慧
は
未
完
成
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
慈
悲
も
完
全

な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
反
面
、
我
々
の
智
慧
に
は
発
展
の
余
地
が

十
分
に
残
さ
れ
て
お
り
、
慈
悲
も
ま
た
そ
の
発
展
に
応
じ
て
よ
り
よ

く
示
さ
れ
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。

　

愚
者
の
慈
悲
が
示
さ
れ
る
可
能
性
は
、
自
身
の
批
判
、
否
定
に
よ

っ
て
開
か
れ
る
。
自
身
の
批
判
、
否
定
に
よ
っ
て
智
慧
が
生
じ
、
こ

れ
と
他
者
へ
の
関
心
と
が
結
び
つ
き
、
慈
悲
は
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
自
己
批
判
と
、
智
慧
の
発
生
、
慈
悲
の
表
出
は
動
的
で

あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
常
に
自
己
は
批
判
さ
れ
続
け
ね
ば
な

ら
な
い
。
慈
悲
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
た
だ
こ
の
不
断
の
自
己
批
判

に
の
み
基
づ
く
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
課
題
を
述
べ
、
本
稿
の
終
わ
り
と
し
た
い
。
本
稿
で
論
じ

た
よ
う
に
、
慈
悲
は
智
慧
を
本
質
と
す
る
。
し
か
し
、
智
慧
と
無
関

係
な
慈
悲
は
あ
り
う
る
。
徹
底
し
た
慈
悲
の
実
践
に
よ
っ
て
、
や
は

り
慈
悲
は
示
さ
れ
る
。
衆
生
の
救
済
の
た
め
に
、
す
べ
て
を
な
げ
う

つ
よ
う
な
実
践
は
、
智
慧
の
有
無
を
問
題
と
せ
ず
に
慈
悲
を
示
す
で

あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
よ
う
な
慈
悲
を
、
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
い

ま
だ
そ
の
視
点
を
確
保
し
て
い
な
い
。
今
後
は
こ
れ
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
き
た
い
。
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青
年
授
戒

勝  

部  

正  

雄

は
じ
め
に

⃝ 　

私
の
住
む
地
域
に
、
昭
和
50
年
代
の
こ
ろ
「
吉
野
仏
教
青
年

会
」
が
結
成
さ
れ
、
昭
和
60
年
に
「
青
年
授
戒
」
を
開
筵
し
62
名

が
満
行
。
次
い
で
平
成
５
年
に
46
名
が
満
行
。
本
年
、
８
０
０
年

慶
讃
「
授
戒
」
に
青
年
７
名
が
入
行
し
満
行
し
た
。

⃝ 　

私
の
勤
務
し
て
い
る
京
都
文
教
高
等
学
校
で
は
、
開
校
以
来
、

毎
年
授
戒
を
行
い
、
本
年
も
高
校
生
約
２
５
０
人
が
入
行
予
定
。

⃝ 　

今
回
、「
青
年
授
戒
」
に
つ
い
て
発
表
す
る
。
入
行
し
た
青
年

か
ら
受
け
た
質
問
や
対
話
の
中
か
ら
の
内
容
を
発
表
と
す
る
。

１�

・
仏
教
か
ら
見
た
「
現
代
社
会
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
で
す

か
。

　

今
日
、
地
球
を
覆
っ
て
い
る
閉
塞
状
況
を
考
え
る
と
、
最
も
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
人
間
の
理
性
の
限
界
を
深
く
認
識
す

る
こ
と
」
と
「
生
命
に
関
し
て
全
く
無
知
で
あ
っ
た
と
い
う
懺
悔
」

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

あ
る
宇
宙
科
学
者
の
談
話
に
、「
宇
宙
規
模
的
な
視
野
で
地
球
を

観
た
と
き
、
地
球
上
で
開
発
改
善
さ
れ
て
き
た
科
学
は
、
三
次
元
プ

ラ
ス
有
限
的
時
間
と
空
間
で
の
思
考
に
よ
る
が
ゆ
え
に
、
部
分
的
範

囲
の
科
学
に
陥
り
、
宇
宙
で
た
っ
た
一
つ
の
「
生
命
」
の
星
が
危
機

的
状
況
に
入
り
つ
つ
あ
る
。」
と
警
鐘
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
の
生
活
の
場
に
お
い
て
現
象
し
て
い
る

「
生
命
力
の
低
下
」
及
び
「
生
命
そ
の
も
の
の
危
機
」
と
通
じ
て  

い
る
の
で
は
な
い
か
。
大
気
圏
に
関
す
る
近
年
の
変
化
・
大
気
汚
染

に
始
ま
る
複
合
汚
濁
・
生
態
系
に
お
け
る
異
変
・
癌
や
難
病
の
多
発

等
々
、
そ
の
現
象
は
宇
宙
規
模
的
危
機
と
直
結
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

　

大
無
量
寿
経
に
「
驕
慢
と
蔽
と
懈
怠
は
以
っ
て
此
の
法
を
信
じ
難
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し
」
と
教
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
驕
慢
」
と
は
、
本
能
的
に
持
っ
て
い
る
自
己
中
心
的
な
傲
慢
心

の
こ
と
で
、
妄
念
錯
覚
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
で
き
な
い
心
で
あ
る
。

「
蔽
」
と
は
、
真
実
・
真
理
を
覆
う
障
り
で
、
真
理
に
共
感
で
き
な

い
邪
見
の
こ
と
。「
懈
怠
」
と
は
、
真
理
に
憧
れ
真
理
を
求
め
よ
う

と
し
な
い
心
で
あ
る
。

　

近
代
思
想
や
科
学
は
、
人
間
至
上
主
義
・
唯
物
論
・
自
他
断
絶
の

二
元
論
の
肯
定
及
び
発
想
の
上
に
成
立
し
て
き
た
思
想
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
正
に
「
此
の
法
を
信
じ
難
し
」
と
示
さ
れ
て
い
る
思
想
を

基
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
で
発
展
を

遂
げ
た
科
学
は
、
真
理
に
基
づ
い
て
人
類
に
快
適
・
便
利
・
合
理
的

な
生
活
を
創
造
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
決
し
て
間
違
っ
て
い
た
と
は

言
え
な
い
が
、
有
限
的
時
間
や
空
間
と
言
う
条
件
範
囲
に
お
い
て
妥

当
な
科
学
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
部
分
的
・
有
限
的
な
真
理

で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

併
せ
て
、「
人
と
し
て
生
き
る
」
と
言
う
分
野
や
、
さ
ら
に
宗
教

研
究
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
発
想
・
思
索
が
優
先
さ
れ
、
仏
法
を

研
鑚
す
る
人
に
あ
っ
て
す
ら
仏
陀
の
大
覚
さ
れ
た
光
を
仰
信
直
参
す

る
人
は
希
と
な
り
、（
悲
し
い
哉
、
拙
僧
自
身
、
知
識
の
世
界
に
求

め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
反
省
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。）
一
般
庶

民
の
生
活
の
場
に
お
い
て
も
如
来
の
光
が
入
る
余
地
な
き
無
仏
の
時

代
を
迎
え
て
い
る
昨
今
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
か
ら
30
～
40
年
前
、

あ
る
大
学
者
先
生
が
一
心
に
御
廟
で
毎
朝
の
お
別
時
を
し
て
お
ら
れ

た
。
す
べ
て
を
掌
握
さ
れ
た
先
生
が
…
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
今
、

も
う
、
そ
の
お
姿
は
な
い
。

２�

・
今
日
の
社
会
は
今
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
社
会
と
な
っ

て
い
ま
す
。「
今
日
の
課
題
と
授
戒
に
よ
る
人
間
形
成
」
に
つ
い

て
お
尋
ね
し
ま
す
。

　

現
代
、
人
間
の
理
性
や
叡
知
が
最
高
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た

知
識
や
思
考
や
技
術
に
お
い
て
、
今
日
、
社
会
に
起
因
し
て
い
る
諸

課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
と
問
う
て
見
る
と
き
、

そ
の
論
を
進
め
ば
進
む
ほ
ど
に
閉
塞
感
を
呈
し
、
す
べ
て
と
は
言
え

な
い
け
れ
ど
、
非
常
に
見
通
し
が
立
ち
に
く
い
状
況
を
呈
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

国
際
的
社
会
に
お
い
て
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

他
の
尊
厳
を
認
め
合
う
こ
と
が
急
務
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実

効
性
（
短
絡
的
な
利
益
）
を
追
求
す
る
あ
ま
り
、
過
度
な
競
争
に
明

け
暮
れ
、
巨
額
の
富
は
そ
の
社
会
を
制
す
る
権
力
と
化
し
、
二
元
論

的
発
想
の
も
と
紛
争
・
闘
争
や
被
害
、
さ
ら
に
は
他
を
否
定
し
殺
戮
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へ
と
進
展
し
、
そ
の
た
め
に
自
滅
す
る
よ
り
他
に
道
な
し
と
言
う
極

限
状
況
に
追
わ
れ
て
い
る
昨
今
で
は
な
い
か
。

　

正
に
時
代
の
進
展
と
共
に
混
迷
は
深
ま
り
、
連
鎖
的
に
広
域
化
し
、

解
決
の
糸
口
が
見
当
た
ら
ず
に
迷
界
そ
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
業

の
成
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
を
救
う
も
の
は
、
は
た
し
て
人
間

の
叡
知
・
理
性
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

も
し
、
人
間
の
知
恵
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
仏
陀
に
お
け
る
「
出
世

の
本
懐
」
も
「
弥
陀
の
本
願
」
も
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と

思
う
。
仏
陀
は
、
人
間
の
知
恵
の
愚
か
さ
と
限
界
を
見
通
さ
れ
、
一

切
の
苦
悩
を
救
済
す
る
た
め
に
は
、「
仏
陀
の
智
慧
」
に
依
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
悟
ら
れ
、「
平
等
の
慈
悲
」
に
立
っ
て
「
念

仏
往
生
の
誓
願
」
を
発
さ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
の
救
済
を
選
擇
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
善
導
大
師
は
「
こ
の
平
等
の
慈
悲
を
も
て
は
、
普
く
一

切
を
摂
す
」
と
解
釈
さ
れ
、
法
然
上
人
は
「
念
仏
に
依
っ
て
漏
れ
落

ち
る
人
の
い
る
は
ず
が
な
い
」
念
仏
往
生
の
平
等
性
と
絶
対
性
を
確

信
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
確
信
は
、
釈
尊
が
「
我
見
是
利
」
を
体

験
さ
れ
た
の
と
同
じ
く
、
善
導
大
師
も
「
三
昧
発
得
の
師
」
で
あ
ら

れ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

法
然
上
人
も
ま
た
、
そ
れ
に
依
っ
て
煩
悩
具
足
の
衆
生
の
す
べ
て

が
救
済
さ
れ
る
事
実
を
確
信
さ
れ
、
仏
陀
の
大
悟
か
ら
阿
弥
陀
如
来

の
本
誓
願
を
選
擇
さ
れ
、
念
仏
の
教
え
を
説
か
れ
、
今
日
、
私
た
ち

に
お
い
て
も
拝
受
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

山
崎
辨
榮
聖
者
の
『
宗
祖
の
皮
髄
』（
九
十
五
ペ
ー
ジ
の
十
一
～

十
三
行
） 

に
「
衆
生
の
心
地
に
名
号
の
仏
種
子
を
播
下
し
、
常
に
弥

陀
の
慈
光
を
被
む
ら
ば
、
其
収
穫
は
各
自
の
霊
的
人
格
と
し
て
現
わ

れ
ん
。
宗
祖
を
模
範
と
し
て
、
弥
陀
の
光
明
能
く
人
を
復
活
す
る
の

力
あ
る
こ
と
を
証
す
べ
し
。」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

仏
法
を
拝
受
す
る
に
は
、
知
識
・
思
考
・
理
解
の
範
疇
も
必
要
で

は
あ
る
が
、
理
解
等
が
で
き
た
か
ら
と
言
っ
て
人
格
が
形
成
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
仏
法
を
知
識
と
し
て
授
け
た
り
、
学
問
と
し
て
学

ん
だ
り
、
ま
た
、
儀
式
の
中
に
芸
術
的
な
一
面
を
鑑
賞
し
た
り
、
経

典
を
覚
え
儀
式
を
習
得
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
仏
教
的
な
人
格
が

養
育
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
法
に
親
し
み
理
解

を
得
た
と
し
て
も
、
そ
の
範
疇
に
お
い
て
尊
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
授
戒
の
目
的
」
が
達
せ
ら
れ
た
と
は

言
え
な
い
。

　
「
授
戒
の
目
的
」
は
、
仏
教
的
主
体
性
の
あ
る
人
格
形
成
に
あ
る
。

そ
の
人
格
と
は
、
常
に
仏
道
を
歩
み
、
仏
の
智
慧
を
仰
ぎ
、
戒
を
意

識
し
て
正
行
を
続
け
る
人
で
あ
る
。
そ
の
行
の
継
続
に
よ
り
仏
の
徳
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を
被
り
、
純
真
で
誠
実
な
情
操
豊
か
な
人
の
養
育
が
果
た
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
養
育
は
釈
尊
・
弥
陀
の
二
尊
の
如
来
力
に
よ
っ
て
自

ず
か
ら
為
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

あ
く
ま
で
も
、
各
自
、
個
々
人
が
「
仏
の
種
子
を
播
き
、
常
に
念

仏
一
行
に
精
進
」
す
る
他
に
直
参
の
道
が
な
く
、
こ
こ
に
仏
教
的
主

体
性
の
あ
る
人
格
形
成
が
一
切
の
差
別
な
く
、
何
人
に
も
等
し
く
成

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
が
私
た
ち
個
々
人
の
た
め
に
授
戒
を

設
立
く
だ
さ
っ
た
趣
旨
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

現
代
の
人
間
中
心
主
義
と
そ
こ
か
ら
発
想
さ
れ
る
合
理
的
思
考
、

さ
ら
に
唯
物
論
的
科
学
の
進
展
が
持
た
ら
せ
た
生
命
の
危
機
的
状
況
、

そ
し
て
地
球
や
宇
宙
規
模
的
な
課
題
等
を
山
積
み
さ
れ
た
今
日
、
こ

の
閉
塞
感
漂
う
課
題
を
解
決
で
き
る
の
は
「
授
戒
の
精
神
」
で
あ
る

仏
教
的
主
体
性
の
あ
る
人
格
形
成
に
依
る
と
考
え
る
。
仏
の
光
を
受

け
た
そ
の
人
は
、
穏
や
か
で
親
切
、
謙
虚
で
誠
実
・
そ
し
て
熱
い
仰

信
に
支
え
ら
れ
た
実
行
力
と
行
動
力
の
あ
る
人
と
な
ら
れ
る
。
勢
観

房
源
智
上
人
の
よ
う
に
。

３
・
正
授
戒
と
は
、
十
重
禁
戒
の
誓
約
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
一

白
三
羯
磨
に
よ
る
戒
体
発
得
が
正
授
戒
で
し
た
。「
授
戒
の
め
ざ
す

も
の
」
と
そ
の
関
係
を
お
尋
ね
し
ま
す
。

　

戒
を
授
か
る
と
言
う
こ
と
は
、
大
自
然
の
法
と
宇
宙
の
真
理
を
認

識
し
、
法
と
真
理
か
ら
発
せ
ら
れ
る
豊
か
な
情
操
を
身
に
つ
け
る
こ

と
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
戒
は
仏
法
道
徳
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
摂

律
儀
戒
で
あ
る
止
悪
と
、
摂
善
法
戒
で
あ
る
修
善
と
、
他
者
の
喜
び

を
自
ら
の
喜
び
と
し
他
者
へ
の
喜
び
を
進
ん
で
行
う
摂
衆
生
戒
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
三
戒
が
融
合
な
り
、
即
、
実
践
さ
れ
る
力
が
「
戒

体
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
な
か
な
か
実
行
し
に
く
い
こ
と
で

あ
る
。
戒
が
遵
守
で
き
ぬ
故
に
、
戒
は
自
己
を
振
り
返
る
視
点
と
し
、

煩
悩
妄
念
を
止
め
難
い
自
己
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
力
と
し
た
い
。

そ
の
よ
う
に
、
自
己
の
生
き
る
方
向
性
を
戒
に
置
く
こ
と
が
で
き
、

せ
め
て
か
く
あ
り
た
い
と
念
じ
、
願
い
努
め
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。

ま
た
、
戒
が
内
省
・
懺
悔
の
念
と
な
っ
て
自
己
を
振
り
返
り
、
改
め

て
正
し
い
道
に
戻
ら
せ
て
く
れ
る
力
と
な
る
。

⃝　

第
一
は
「
生
命
の
尊
重
」（
不
殺
生
戒
）
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
、
周
囲
に
あ
る
生
命
を
取
っ
て
生
き
て
い
る
。
そ
の
習

慣
か
ら
生
命
を
取
る
こ
と
に
つ
い
て
何
も
思
っ
て
い
な
い
。

　

他
の
生
命
が
自
己
の
生
命
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
互
い

に
連
鎖
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。

戦
争
の
映
像
を
、
ゲ
ー
ム
感
覚
で
見
て
い
る
無
関
心
さ
が
恐
ろ
し
い
。
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ど
う
か
、
か
け
が
え
の
な
い
尊
い
い
の
ち
。
お
互
い
に
他
の
生
命
を

守
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
生
命
は
守
ら
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。

⃝　

二
に
は
、「
正
義
の
尊
重
」（
不
偸
盗
戒
）
で
あ
る
。

　

自
己
の
所
有
で
な
い
も
の
を
、
自
分
の
よ
う
に
所
有
し
な
い
こ
と
。

ま
た
は
、
公
共
物
を
破
損
す
る
こ
と
。
勤
め
を
怠
り
、
信
用
を
裏
切

る
行
為
な
ど
、
常
識
的
に
わ
か
っ
て
い
る
が
、
よ
く
不
注
意
で
犯
し

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
他
の
所
有
を
保
証
す
る
こ
と
で
私
の
所
有

は
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⃝　

三
に
は
、「
秩
序
の
尊
重
」（
不
邪
婬
戒
）
で
あ
る
。

　

お
互
い
に
礼
節
を
守
り
、
人
と
し
て
尊
び
あ
う
生
活
を
基
本
と
す

る
こ
と
。
そ
こ
か
ら
、
共
に
働
き
、
共
に
気
づ
か
い
な
が
ら
和
や
か

に
生
活
す
る
場
が
生
ま
れ
る
こ
と
あ
る
。
自
我
優
先
・
高
慢
は
慎
む

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
秩
序
の
尊
重
は
、
和
合
の
元
。

⃝　

四
に
は
、「
信
頼
の
尊
重
」（
不
妄
語
戒
）
で
あ
る
。

　

虚
言
・
悪
口
・
欺
瞞
な
ど
を
妄
語
と
言
い
、
世
間
の
常
。「
偽
偽
、

偽
偽
偽
偽
と
揺
れ
る
列
島
」
と
投
稿
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
信

用
の
な
い
世
界
は
、
無
法
地
帯
と
な
る
。
身
と
口
と
心
に
お
い
て
嘘

偽
り
の
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
、
信
頼
の
世
を
創
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

⃝　

五
に
は
、「
知
恵
の
尊
重
」（
不
飲
酒
戒
）
で
あ
る
。

　

飲
酒
と
は
、
酒
を
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
酒
を
代
表
に

し
て
い
る
こ
と
で
、
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
嗜
好
が
あ
り
、
癖
と
な
り
、

無
自
覚
・
無
反
省
に
振
る
舞
っ
て
他
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。

自
ら
を
慎
み
、
互
い
が
知
恵
に
目
覚
め
、
知
恵
を
生
か
し
た
和
や
か

な
共
同
の
場
を
設
け
よ
う
。

　

以
上
が
五
戒
の
大
要
で
あ
る
。
だ
れ
が
創
っ
た
と
い
う
こ
と
も
な

く
、
人
の
生
活
が
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
お
互
い
に
守
り
護
ら
れ
て

き
た
大
自
然
の
法
則
と
言
え
る
。
そ
れ
が
、
ま
た
、
人
の
世
の
礼
儀

で
あ
り
、
秩
序
で
あ
り
、
日
々
に
新
た
に
開
か
れ
る
安
穏
の
生
活
で

あ
る
。「
戒
は
安
穏
へ
の
道
」
と
言
わ
れ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

こ
の
「
安
穏
へ
の
道
」
こ
そ
、
授
戒
儀
式
の
中
心
で
あ
る
「
第
七
、

正
授
戒
」
の
「
一
白
三
羯
磨
」
で
あ
る
。
こ
の
作
法
に
よ
り
あ
た
え

ら
れ
る
決
意
こ
そ
が
「
三
聚
浄
戒
」
で
あ
り
、
日
々
の
現
実
生
活
で
、

即
、
実
践
さ
れ
る
戒
体
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
三
聚
浄
戒
」
の
具
体

的
な
内
容
が
「
第
十
、
説
相
」
で
説
か
れ
る
十
重
禁
戒
（
ま
た
は
、

五
戒
）
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
が
、
日
々
の
生
活
の
場
で
自
覚
さ
れ
穏
や
か
に
発
得
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
仏
法
に
基
づ
く
主
体
性
の
あ
る
人
格
が
高
め
ら
れ
、

生
活
情
操
と
化
し
輝
き
の
秘
め
た
人
と
成
る
こ
と
で
あ
る
。
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■
彙　

報  
　

平
成
二
十
四
年
度
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
は
、

九
月
十
一
日
（
火
）・
十
二
日
（
水
）
の
両
日
、

京
都
華
頂
大
学
に
て
左
記
の
通
り
開
催
さ
れ
た
。

主
催
は
浄
土
宗
（
教
学
院
・
布
教
師
会
・
法
式
教

師
会
・
総
合
研
究
所
）
で
あ
る
。

【
大
会
日
程
】

　

九
月
十
一
日

　
　

開
会
式　
　
　
　

午
前
九
時
三
十
分

　
　

基
調
講
演　
　
　

午
前
十
時

　
　

一
般
研
究
発
表　

午
後
一
時

　
　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

午
後
三
時
三
十
分

　

九
月
十
二
日

　
　

一
般
研
究
発
表　

午
前
九
時

　
　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

午
後
一
時

　
　

合
同
総
会　
　
　

午
後
三
時
三
十
分

　
　

閉
会
式　
　
　
　

午
後
四
時

▼
本
号
は
、
こ
の
大
会
の
研
究
発
表
を
収
録
し
た

も
の
で
あ
る
。
本
年
度
も
晴
天
に
恵
ま
れ
、
大
過

な
く
開
催
れ
た
。
本
号
収
録
の
も
の
も
含
め
八
十

七
名
の
発
表
が
あ
り
、
以
下
の
研
究
発
表
が
あ
っ

た
。

▽
第
一
部
会

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
全
浄
青
の
活
動

－

未
来
を
見
つ
め　

今
を
生
き
る

－

　
　
　

 

小
林
善
道

災
害
と
宗
教

  

－

狩
野
川
台
風
を
事
例
に
②

－

          

魚
尾
和
瑛

東
日
本
大
震
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
つ
い
て

　
　
　
　

 

　

神
田
眞
晃

震
災
発
生
に
お
け
る
教
化
の
諸
問
題

－
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
て

－

              

髙
橋
清
海

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
諸
宗
教
の
活
動
と
課

題  

－

公
益
性
の
視
点
か
ら

－

     　
　
　

 

戸
松
義
晴

追
悼
表
白
文
作
成
の
顚
末

　
　
　
　

 

熊
井
康
雄

原
子
力
発
電
所
問
題
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

 

今
岡
達
雄

慈
悲
は
如
何
に
示
さ
れ
る
か
？

　
　
　
　

 

石
田
一
裕

無
我
の
祈
り

　
　

 
中
御
門
敬
教

震
災
時
の
悲
嘆
ケ
ア

　
　
　

 

大
河
内
大
博

東
日
本
大
震
災
の
葬
送

　
　
　

 

樋
口
伸
生

念
仏
生
活
に
お
け
る
社
会
実
践

　
　

 

吉
水
岳
彦

江
戸
期
に
お
け
る
災
害
物
故
者
追
善
回
向
に
つ

い
て　

－

明
暦
大
火
と
本
所
回
向
院
二
世
貞
存

の
思
想

－　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
海
林
良
昌

災
害
時
に
お
け
る
颯
田
本
真
尼
の
対
応
に
つ
い

て　
　
　

 

坂
上
雅
翁

近
代
浄
土
宗
の
災
害
対
応

－

関
東
大
震
災
を
め
ぐ
っ
て

－

　

  　
　
　
　

 

江
島
尚
俊

東
日
本
大
震
災
と
原
発
事
故
に
対
す
る
海
外
仏

教
者
の
対
応

　
　
　

 

ワ
ッ
ツ　

ジ
ョ
ナ
サ
ン

▽
第
二
部
会

両
足
院
所
蔵
『
釈
氏
要
覧
』
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

 

山
路
芳
範

法
洲
の
念
仏
祈
祷
批
判

　

－

法
然
上
人
と
の
比
較
を
中
心
に

－

　
　
　
　
　

 

髙
橋
昌
彦

法
然
上
人
「
十
七
条
御
法
語
」
成
立
の
背
景
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長
尾
隆
寛

迦
才
と
吉
蔵
の
生
因
論
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

 

工
藤
量
導

世
自
在
王
仏
の
選
択
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　

 

齊
藤
舜
健

竺
法
護
訳
『
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
』
に
つ
い

て
　
　
　
　

 

柴
田
泰
山

無
作
の
三
身
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

 
曽
根
宣
雄

部
派
仏
教
に
お
け
る
飲
酒
学
処
の
教
理
的
理
解

　

－

聖
者
は
酒
を
飲
む
か

－ 

清
水
俊
史

ヨ
ー
ガ
階
梯
に
対
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ラ
ナ
の
解
説

③
（
超
能
力
・
坐
法
）

　

  

近
藤
辰
巳

七
百
頌
般
若
梵
語
写
本
の
文
字

　
　
　
　
　
　

 

佐
藤
堅
正

 『
注
維
摩
経
』
に
お
け
る
仏
身
仏
土
論

　
　
　
　
　
　

 

曽
和
義
宏

曇
鸞
に
お
け
る
一
念
と
十
念
に
つ
い
て

　
　
　
　

 

後
藤
史
孝

『
安
楽
集
』
所
説
の
仏
土
論
に
つ
い
て

　
　
　
　

 

杉
山
裕
俊

『
釋
浄
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
抑
揚
的
証
明

そ
の
２

　
　

 

村
上
真
瑞

「
蓮
宗
」
の
諸
義
の
変
遷
に
つ
い
て

　
　

 

石
上
壽
應

出
雲
路
の
住
心
房
覚
愉
に
つ
い
て

　

 

吉
田
淳
雄

▽
第
三
部
会

聖
光
の
当
時
の
仏
教
に
対
す
る
主
張

－
『
浄
土
宗
名
目
問
答
』『
念
仏
三
心
要

集
』『
念
仏
往
生
修
行
門
』
を
め
ぐ
っ
て

－
　
　
　
　

 

郡
嶋
昭
示

良
忠
の
諸
行
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
澤
実
江
子

『
伝
通
記
』
に
お
け
る
実
践
行

　

－

諸
行
往
生
説
を
め
ぐ
っ
て

－ 

沼
倉
雄
人

法
然
上
人
絵
伝
に
お
け
る
「
霊
山
同
聴
法
華
」

に
つ
い
て

 

平
間
理
俊

『
選
択
集
』
で
本
願
根
本
説
が
な
く
な
っ
た
理

由

 

角
野
玄
樹

法
然
上
人
の
「
樵
・
草
刈
・
菜
摘
・
水
汲
」
の

御
法
語
に
つ
い
て

　
　
　

 

宮
澤
正
順

法
然
浄
土
教
と
現
代
社
会

　
　
　
　

 

佐
藤　

健

法
然
門
下
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
釈
』
の
引
用

に
つ
い
て

　
　
　

 

岩
谷
隆
法

法
然
逆
修
法
会
に
つ
い
て
の
一
考
察

　
　
　
　

 

安
孫
子
稔
章

法
然
門
下
に
お
け
る
『
逆
修
説
法
』
の
引
用
に

つ
い
て　

　
　
　

 

吉
原
寛
樹

『
明
義
進
行
集
』
の
無
観
の
称
名
義
に
つ
い
て

の
一
考
察

　
　
　

 

前
島
信
也

法
然
の
念
仏
三
昧
に
お
け
る
特
質

　
　
　
　

 

齋
藤
蒙
光

法
然
と
重
源

　
　
　

 

伊
藤
茂
樹

法
然
上
人
の
継
承
者
た
ち

　

－

嵯
峨
念
仏
房
の
場
合

－ 

工
藤
和
興

「
尼
入
道
」
考

　
　
　
　
　
　

 

安
達
俊
英

法
然
上
人
に
お
け
る
中
陰
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

 

林
田
康
順
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▽
第
四
部
会

聴
衆
の
目
か
ら
見
た
法
話
の
現
状
と
課
題

－

　
「
各
宗
派　

法
話
会
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー

ト
」
調
査
よ
り

－

① 

　
　

  

八
木
英
哉

聴
衆
の
目
か
ら
見
た
法
話
の
現
状
と
課
題

－

　
「
各
宗
派　

法
話
会
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー

ト
」
調
査
よ
り

－

②    

　

  
 

宮
入
良
光

授
戒
会
の
研
究

－

曹
洞
宗
と
の
比
較

－

　
　
　

 

後
藤
真
法

法
然
上
人
初
学
の
聖
地　

菩
提
寺
の
復
興
に
つ

い
て

 

漆
間
正
文

過
疎
地
域
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
現
状
と
課

題
①　

－

和
歌
山
教
区
の
事
例

－

　
　

 

名
和
清
隆

過
疎
地
域
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
現
状
と
課

題
②　

－

石
見
教
区
の
場
合

－

　
　
　

 

宮
坂
直
樹

過
疎
地
域
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
現
状
と
課

題
③　

－
南
海
教
区
高
知
組
の
事
例

－

　
　
　
　

 

　

武
田
道
生

明
遍
僧
都
と
の
問
答
に
お
け
る
一
考
察  

－

特
に
「
お
ほ
ら
か
」
の
語
句
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て

－

　
　
　
　
　
　

 

井
野
周
隆

遺
族
に
お
け
る
法
事
の
心
理
的
役
割
の
検
討

　

そ
の
②

－

法
事
は
悲
し
み
を
癒
す
か

－

        

井
上
広
法

当
山
観
音
像
胎
内
よ
り
発
見
さ
れ
た
正
徳
二
年

の
願
文
に
つ
い
て

　
　
　
　

 

英　

𣳾
正

会
津
の
浄
土
宗
寺
院
に
つ
い
て

　
　
　
　

 

渡
部
伸
一

『
四
十
八
巻
伝
』
管
見
②

　
－

夢
に
現
れ
た
法
然
上
人

－
　
　
　
　

 

郡
嶋
泰
威

永
観
の
『
往
生
拾
因
』
著
述
に
お
け
る
立
場

　
　
　

 

朝
岡
知
宏

越
中
に
お
け
る
初
期
浄
土
宗
教
団
に
つ
い
て

　
　
　

 

若
林
信
一

青
年
授
戒

　
　
　

 

勝
部
正
雄

沖
縄
に
お
け
る
五
重
相
伝
の
開
筵
に
つ
い
て

　
　
　

 

宮
城
親
誠

▽
第
五
部
会

「
仏
教
福
祉
」
述
語
整
理
上
の
問
題
点
④

　
　
　
　
　

 

上
田
千
年

近
世
に
お
け
る
往
生
伝
に
つ
い
て

　
　
　
　

 

永
田
真
隆 

対
人
援
助
の
観
点
か
ら
見
た
法
然
浄
土
教

　
　
　
　

 

曽
田
俊
弘

教
化
絵
本
の
作
成
「
お
つ
き
さ
ま
お
や
す
み
」

 

関　

正
見

聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
の
書
誌
学
的
整
理

　
　
　
　
　
　

 

勝
崎
裕
之

『
浄
土
宗
全
書
』
の
底
本
に
つ
い
て

　
　
　

 

石
川
琢
道

大
正
大
学
本
源
氏
物
語
に
つ
い
て

　
　
　

 

魚
尾
孝
久

『
鬼
と
呪
い
の
平
安
王
朝
』

　
　

 

梅
田
慈
弘

江
戸
時
代
津
軽
領
内
の
特
例
的
浄
土
宗
寺
院
の

系
譜　

－

二
河
山
万
日
堂
白
道
院

－

　
　

 

遠
藤
聡
明

増
上
寺
第
三
十
六
世
顕
誉
祐
天
と
常
念
仏 

　
　

 

巖
谷
勝
正

宗
侶
養
成
校
か
ら
中
学
校
へ

　
　

 

齋
藤
知
明

阿
弥
陀
仏
像
に
お
け
る
寄
木
の
新
知
見

　
　

 

神
居
文
彰
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祭
文
の
研
究　

－

祭
文
の
芸
能
化

－

　
　
　

 

加
藤
善
也

「
生
誕
地
よ
り
見
た
良
忠
上
人
伝
」
誕
生
よ
り

出
家
な
ら
び
に
修
学
時
代
に
つ
い
て

　
　
　
　

 

田
原
聖
朗

念
仏
の
絆　

勢
観
房
源
智
上
人
に
つ
い
て

　
　
　
　

 

横
井
照
典

浄
土
宗
に
お
け
る
弘
願
釈
と
は

　

－

勝
尾
寺
の
法
門
を
手
が
か
り
に

－

　
　
　
　

 
成
田
勝
美

▽
第
六
部
会

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
『
浄
土
宗
日
常
勤
行
式
』

　
　
　

 

田
中
芳
道

法
然
上
人
の
二
種
深
信
論
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　

 

市
川
定
敬

食
作
法
に
つ
い
て
（
１
）

　
　
　
　
　

 

八
橋
秀
法

木
魚
念
佛
不
退
圓
説
上
人
研
究
（
二
）

－

隆
圓
『
近
世
念
佛
往
生
伝
』
に
お
け
る
圓

説
伝
に
つ
い
て

－　

 

伊
藤
正
芳

懺
悔
会
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

 

西
城
宗
隆

法
式
資
料
（
４
）

　
　
　
　
　

 

板
倉
宏
昌

荘
厳
浄
土　

－

回
向
文
と
し
て

－

　
　
　
　

 

大
澤
亮
我

【
基
調
講
演
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

▼
基
調
講
演
は
京
都
華
頂
大
学
長
、
中
野
正
明
先

生
よ
り
「
800
年
大
遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展

望
」
と
い
う
題
目
に
て
ご
講
演
い
た
だ
い
い
た

（
巻
頭
に
収
録
）。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
大
会
両
日
に
わ
た
り
「
800
年

大
遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望
」
と
い
う
テ

ー
マ
に
て
、

▽
パ
ネ
ラ
ー

　

浄
土
宗
教
学
院
理
事･

淑
徳
大
学
学
長

 

　
　

長
谷
川
匡
俊

　

浄
土
宗
布
教
師
会
常
務
理
事 

 

佐
藤　

晴
輝

　

浄
土
宗
法
式
教
師
会･

一
級
法
式
教
師

 

　

  

清
水　

秀
浩

　

総
合
研
究
所
研
究
員 

袖
山　

榮
輝

▽
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　

浄
土
宗
総
合
研
究
所
所
長 

 

藤
本　

淨
彦

を
中
心
に
活
発
な
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
（
巻
頭

に
収
録
）。

 
（
敬
称
略
）
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祈
念
い
た
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す
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Ｓ
Ｕ
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えられる 17。

４．結論

　以上、有部と上座部における飲酒と聖者との関係について考察した。両部派
の解釈は大きく異なっているが、その原因は、飲酒が如何なる罪であるかとい
う理解の相違に基づいている。両部派は次のように解釈する。
　有部は飲酒学処を遮罪であるとし、飲酒は必ずしも不善心によって犯される
わけではないと理解する。すなわち業という視点からすれば飲酒は必ずしも不
善業ではないことになる。したがって飲酒学処の場合には、殺生などのように、
それを引き起こす煩悩が断たれたから飲酒を犯さない、というように解釈する
ことが出来ない。そこで有部は、不作律儀（すなわち無漏律儀）による犯罪抑
止力によって、聖者が飲酒を犯すことはないと理解している。
　一方の上座部は、飲酒学処が性罪（＝世間罪）であると理解しており、業と
いう視点からすれば飲酒は殺生などと同じ不善業であると理解されている。さ
らに律蔵によれば、酒だと知らずに飲んでしまった場合でも飲酒学処を犯した
ことになる。したがって、聖者が知らぬ間に無理やり酒を飲まされたとしても
飲酒学処を犯したことになってしまう。この問題を解決するために上座部では、
たとえ無理やり飲まされたとしても聖者の体内に酒は吸収されないと解釈して
いる。
　両部派の論師たちは、「聖者は酒を飲まない」という初期経典以来の理解を、
発達した部派固有の教理と矛盾が起きないように再解釈している点が確認され
る。

Abbreviations
 ADV. P. S. Jaini ed.. Abhidharmadīpa with Vibhās

4

āprabhāvr
4

tti. Patna, 
1959

17	 事実、飲酒学処をめぐってVin. の復註文献では極めて複雑な議論が展開されている。特
にこれら復註文献では、業論に基づく善・不善・無記の理論によって律蔵も解釈する傾
向が著しく強くなるため、VinA. にある「不善心によって飲まれるので世間罪である」
という一文と、Vin. にある「酒であると知らずに飲んでも犯罪である」という一文とを
合理的に会通する必要があったものと思われる。
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ある飲酒学処は必ず不善心によって犯される、と解釈されているからである 15。
したがって、これらの記述を文字通りに受け入れれば、本人の意志の如何に関
わらず、酒が体内に入りさえすれば必ず不善心が生じ、学処に違犯したという
解釈に陥ってしまう 16。上座部註釈者もこの問題に気が付いていたらしく、矛
盾を回避するために DNA. では次のように会通されている。

　DNA. ５（Vol. I p. 305.23-28）： 
もし酒と乳を混ぜて、彼（聖者）の口に入れても、乳のみが入り、酒は

〔入ら〕ない。【問】どのようにであるか。【答】あたかも鷺鳥たちが乳の
混じった水において乳のみを飲み、水を〔飲ま〕ないようにである。【問】
これは胎によって成就されたのか。【答】これは法性によって成就された
と理解すべきである。

　上座部では聖者となった者の体内に、酒は吸収すらされないと理解されてい
る。これはダンマパーラによる ItivA. においても説かれている。
　
　ItivA.（Vol. II p. 53.29-31）：

不善心によってのみ、これが飲まれるので、〔飲酒は〕一向に有罪なるも
のである。また、〔それが酒であると〕対象を知らない聖弟子たちの口に

〔酒は〕入らない。ましてや〔酒であると対象を〕知っている〔聖弟子〕
たちの〔口に酒が入ることなどあろうはずがない〕。

　このような解釈は合理的とは言い難いが、初期経典や律蔵の記述を、阿毘達
磨教理の下に会通しようとする上座部註釈文献の性格を端的に表していると考

	 酒を「酒である」という想いで飲めば、波逸堤の犯罪である。酒を〔「酒かもしれない」
と〕疑いながら飲めば、〔波逸堤の犯罪である〕。酒を「酒ではない」という想いで飲め
ば、波逸堤の犯罪である。

15	 VinA.（Vol.	IV	p.	860.18）
16	 ここで、律蔵は教団運営の規則であるから、論書などで説かれる教理とは無関係なので
はないか、という疑問が沸くかもしれない。ところが、阿毘達磨論師たちは論蔵に説か
れる善悪も、律蔵に説かれる善悪も、同一の基準で全て解釈しうるという立場で註釈を
施す。これについては拙稿（清水俊史［2011d］）を参照。
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な会通が可能であった理由は、飲酒を遮罪として理解するからであると考えら
れる。

３．上座部における理解

　続いて上座部における理解を検討する。上座部教理においても、聖者となっ
た者は決して五戒を破らないと理解されている 11。ところで上座部では五戒す
べてが世間罪（有部における性罪にあたる）であり、それらは世間一般に呵責
されるべきもので、業という点からすれば不善心によって引き起こされる不善
業である 12。したがって、聖者となり煩悩を断つことによって、飲酒を含めた
これら五戒を犯さなくなると理解されている 13。
　このように上座部の教理に従うと、飲酒は、世間罪（lokavajja）であり不
善心によって引き起こされる。では、たとえば「酒だと知らずに飲んでしまっ
た」「無理やり飲まされた」といった、不善心によって引き起こされない場合
はどうなるのであろうか。常識的に考えれば、このような場合には「たとえ飲
んでしまっても世間罪（lokavajja）にはならないはず」と考えてしまいがち
であるが、上座部ではそのように解釈できない事情がある。
　なぜなら Vin. において、酒だと知らずに飲酒してしまった場合でも飲酒学
処を犯したことになると規定されており 14、さらに VinA. によれば、世間罪で

11	 DNA.	５（Vol.	I	p.	305.18-22）：
	 またこのうち、五つの学処を一括して受ける者にとっては、一つでも破られればすべて
破れる。一つずつ受ける者は、犯したものだけが破られる。ところが〈堤となり壊す
離〉には破れるということはない。なぜなら、他の生存においても聖弟子は、命にかえ
ても決して生類を殺さず、酒を飲まない。

12	 VinA.（Vol.	 IV	p.	860.18）において飲酒は世間罪（lokavajja）であると定義されている。
またKhpA.（p.	24.13-17）では、十戒を解説するなかで前半五つ、即ち五戒すべては性
罪（pakativajja）であると述べられている。なお性罪（pakativajja）という表現は、有
部では多くみられるが、上座部ではほとんど用いられない。Mil.（p.	266.15-21）では、
それら世間罪（lokavajja）は不善業道であるとされる。

13	 上座部では、殺生などからの「離」（virati）には、〈現前からの遠離〉〈受持による離〉
〈堤となり壊す離〉という三種類のありかたを想定する。このうち、〈堤となり壊す離〉
は、聖者が不善法を断つことによって得られる「離」（virati）であるとされる。DNT

4

.	
５（Vol.	I	p.	436.9-11）;	DhsA.（pp.	102.32-103.35）を参照。

14	 Vin.（Vol.	 IV	p.	110.19-20）では飲酒学処について、酒だと気が付かないで飲んでしまっ
た場合でも波逸堤が適用されるとする。

　Vin.（Vol.	IV	p.	110.19-20）：
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ここで有部は、主に二つの点からこれを説明する。一つは「聖者は慚（hrī）
をそなえているので飲酒をしない」という解釈であり 9、もう一つは「不作律儀

（akaran
4

a-sam
4

vara）の効力によって、畢竟して聖者は飲酒をしない」という
解釈である。この「不作律儀」（akaran

4

a-sam
4

vara）とは、聖者にのみ起こり
死没後にも効果が維持されているという点から、無漏律儀（すなわち無漏の無
表）のことであると考えられる 10。
　このように有部では、聖者は飲酒から究極的に遠離していると考えるが、無
理やり酒を飲まされた場合はどうなるのか、という疑問が依然として残ってい
る。殺生などと異なり、本人の意志に関わらず酒を飲んでしまったという事態
が容易に起こりえるからである。この問題に対し、有部は次のように述べてい
る。

　『大毘婆沙論』巻 123（T27. 645c08-11）：
有余師は説く。「聖者の経生なるものは必ず酒を飲まず。嬰孩位に養母が
指を以て強いて口中に渧すと雖も、自在ならざるが故に而も失有ること無
きも、纔かに識別あれば若し強縁に遇ふも、身命を護らんが為に亦終に飲
まず。故に遮罪中、独り酒戒を立つなり」と。

　本人の意志とは無関係に無理やり口に入れられた場合は飲んでしまったとし
ても過失にはならず、意志が僅かにでもあれば飲酒を断固拒絶すると考えられ
ている。このような有部論師による会通は常識的で理解しやすいが、そのよう

9	 Cf.	AKBh.（p.	219.2-3）;	AKVy.（p.	380.16-24）
10	 AKBh.（p.	361.12-14）;	AKVy.（p.	564.2-10）を参照。ただし、舟橋一哉［1954：p.	272.2-
８］は不作律儀を処中無表とする。しかし、処中無表であるとするならば、死没すれ
ば必ず捨せられてしまうため、他生に輪廻した聖者にはその効力が切れてしまうこと
になる。ところが不作律儀の場合、輪廻を隔てて効力が持続すると認められている以
上、これは無漏律儀であると考えるのが妥当であると考えられる。処中無表の捨につい
てはAKBh.（p.	225.11-17）を、無漏無表の捨についてはAKBh.（p.	224.20-225.2）を参照。
『光記』巻 14（T41.	228b16-17）も、これを無漏法による効果であると理解している。

	 　なおAKBh.（pp.	217.20-218.1）;	AKVy.（p.	379.9-13）;	『順正理論』巻 38（T29.	559c13-
27）;	『蔵顕宗論』巻 20（T29.	870c10-24）;	ADV.（pp.	127.17-128.10）では欲邪行が不
作律儀によって遠離されると説かれ、AKBh.（p.	218.8-14）;	『順正理論』巻 38（T29.	
560a21-b01）;	『蔵顕宗論』巻 20（T29.	871a18-27）;	ADV.（pp.	127.17-128.10）においては
虚誑語が不作律儀によって遠離されると説かれている。
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　有部では、飲酒を除く四項目（殺生・不与取・欲邪行・虚誑語）はいずれも
性罪とされるが、飲酒を性罪とするか遮罪とするかで見解が分かれている。阿
毘達磨論師は飲酒を遮罪であると主張するが、持律師はこれを性罪であるとす
る 7。一方、上座部は、五戒すべてが世間罪（有部における性罪に相当）である
とする（脚注 12 を参照）。これを図示すれば次のようになろう。

　【飲酒学処の分類】

　このうち有部論書中において持律師の説が詳説されることはない。そこで本
稿は、有部阿毘達磨論師説と、上座部説とを検討し「聖者がどうして酒を飲ま
ないのか」という問題に対する理解を比較する。

２．説一切有部における理解

　まず説一切有部における解釈を検討する。聖者は五戒を決して犯さないこと
が、有部法相によってどのように説明されているのであろうか。殺生・不与
取・欲邪行・虚誑語からなる他の四について有部論書は、「聖者になれば見所
断煩悩が断たれるので、それらの四つの行為を聖者が犯すことが無い」と述
べている 8。ところが、この理論は、遮罪である飲酒に適用することが出来ない。
なぜなら、性罪は必ず煩悩によって起こされるが、遮罪は必ずしも煩悩によっ
て起こされるとは限らないからである（脚注 7 を参照）。
　したがって飲酒学処については、他の四つとは異なる解釈を施す必要がある。

7	 Cf.	AKBh.（p.	218.14-21）
8	 Cf.『大毘婆沙論』巻 27（T27.	139c04-140a24）=	『毘曇婆沙論』巻 15（T28.	108b08-
109c11）;	AKBh.（p.	286.8-16）;	AKBh.（p.	285.17-21）;	AKVy.（p.	457.8-9）;	『順正理論』巻
47（T29.	610c05-17）;	『蔵顕宗論』巻 25（T29.	895c27-896a10）;	ADV.（p.	239.4-8）;	ADV.（p.	
238.7-9）

性罪 / 世間罪 遮罪 / 制定罪
有部 阿毘達磨論師 ○

持律師 ○
上座部 ○
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が出来る。
　また第二に、五戒のうち飲酒は、他の四つ（殺生・不与取・欲邪行・虚誑
語）と比べ特殊な位置にある。業という点からすれば、飲酒以外の四項目は不
善業道に含まれるが、飲酒はその中に含まれていない。また律蔵という点から
すれば、飲酒以外の四項目は波羅夷に含まれるが、飲酒は波逸提に含まれ比較
的軽罪である。このように飲酒は、同じ五戒という枠組みの中にありながらも、
他の四つとは異なる扱いを受けている。
　以上より「聖者は五戒を犯さない」、および「五戒のうち、他四項目と比べ
飲酒は特異な扱いを受けている」という二点が確認される。本稿は、有部と上
座部の論師たちがこの二点をどのように会通したか、という点を考察する。た
とえば、聖者は酒を飲まないとしても、無理やり飲まされた場合や、酒だと
気が付かず飲んでしまった場合どうなるのであろうか。実はこのような場合に
対し、有部と上座部は全く異なる解釈を施すのである。その解釈の相違を通し、
有部と上座部の教理的理解を探る。

１．性罪 /世間罪と遮罪 /制定罪

　前節で述べたように初期経典においてすでに飲酒を戒める記述が散見される
が、この飲酒が如何なる性質の犯罪であるのかについて、有部と上座部との間
で解釈が根本的に異なっている。本節では、その点から考察を進める。
　まず有部も上座部も、犯罪には二種類あると理解している。まず一つ目は、
在家出家を問わず如何なる人が起こしても適用され、その行為自体が本質的に
呵責されるべき犯罪であり、この犯罪は煩悩によって遂行される（たとえば殺
人）。二つ目は、サンガの風紀を正すために設けられ出家者にのみ適用される
犯罪であり、これは行為自体が本質的に呵責されるべきものというわけでは
なく、必ずしも煩悩によって遂行されるわけではない（たとえば草木の伐採 5）。
有部では前者を性罪（Skt：prakr

4

tisāvadya）といい、後者を遮罪（Skt：
pratiks

4

epan
4

asāvadya）という。上座部では前者を世間罪（Pāli：lokavajja）
といい 6、後者を制定罪（Pāli： pann

4 4

attivajja）という。

24）;	San4g.	vii,	４（p.	178.12-15）も参照。
5	 パーリ律	波逸提法 11 条
6	 KhpA.（p.	24.13-17）では性罪（pakativajja）という語が用いられている。
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部派仏教における飲酒学処の教理的理解
―聖者は酒を飲むか―

清　水　俊　史

０．問題の所在

　本稿は部派教理における飲酒学処の理解について考察する。インド文化圏
一般の飲酒観については杉本卓洲［1985］ ［1999］によって研究されているが、
一方で部派教理における飲酒の位置付は研究が進んでおらず不明確な点が多く
残されている 1。そこで本稿は、説一切有部における飲酒観とパーリ上座部のそ
れとを比較し「聖者は酒を飲むか」という問題に対する教理的理解の相違を考
察する。有部と上座部の三蔵において、比丘・比丘尼が守るべき波羅提木叉だ
けではなく、在家者が尊守すべき五戒のうちにも、飲酒を遠離することが定め
られている 2。この五戒は、殺生・不与取・欲邪行・虚誑語・飲酒の五項目を犯
さないと誓うことであり、優婆塞・優婆夷となるために受ける戒として特に重
要である 3。
　本稿では、五戒のうち飲酒と聖者との関係を考察するわけであるが、そのた
めに次の二点を確認しておかなければならない。まず第一に、この五戒をめぐ
って有部と上座部の両部派ともに、聖者となったものは五戒を決して犯すこと
がないと解釈しており 4、このような解釈の起源は初期経典のうちに見出すこと

1	 堀内俊郎［2004］は、性罪・遮罪という点から世親・衆賢らが飲酒学処をどのように理
解していたかについて論考している。一方、上座部における飲酒学処の詳細は未だ明ら
かになっていない。

2	 すでに、最古の聖典とされる Sn. において飲酒を戒める偈が説かれている。Sn.	106；Sn.	
112；Sn.	398-399 を参照。

3	 平川彰［12：pp.	127.1-138.15］（=［1964：pp.	406.8-416.11］）;	 浪花宣明［1987：pp.	
69.1-74.11］

4	 パーリ所伝のAN.	vii,	6（Vol.	 IV	p.	5.16-20）;	AN.	 iv,	61（Vol.	 II	p.	66.27-30）;	AN.	v,	47
（Vol.	III	p.	53.17-20）;	AN.	v,	179（Vol.	III	pp.	211.29-212.5）を参照。これらの漢訳対応経
は見いだせないが『集異門足論』巻 16（T26.	436a22-24）に引用される経典から、有部で
も同趣旨の経典を保持していたことが伺える。また『中阿含』巻 35,	142（T01.	649c22-
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らくは筆記用具の種類や筆法に由来するであろう。上の横線の形態分類が必要
であると感じた。二つ目は尾のことである。尾の長短、有無は、文字を認識す
る上で大きな比重を持つと思われる。Dani を除いて、尾がそれ程重要だとは
思われていないようであるが、これを字形の要素としてきちんと取り扱う必要
を感じた。これら、文字の二つの要素の形態に注意を払うことによって、T4

と K の字体差をよりよく表現できると思う。

参考文献
1）J. Masuda, Journal of the Taisho University, vols 6-7（Tokyo, 1930）, pp. 

185-241.
2）C. Bendall, "Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts in the 

University Library, Cambridge"（1883）.
3）G. Bühler, "Indische Palaeographie''（1896）, "Indian Paleography''（1904）.
4）A. H. Dani, "Indian Palaeography''（1963）.
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Kut
4

ila 文字である。しかし、K の持つ N.S. 37＝A.D.917 という年代とは合わ
ない。
　Bühler に従えば、K の持つ Nepalese sam4 vat 37＝A.D.917（10 世紀）とい
う書写年代から言って、T4 と K との文字は、Bühler の第 3 種鋭角型（8 世紀
から 10 世紀）に属すということになる。しかし、実際には字体は異なる。お
まけに、この時代は上の横線が変化する時代である。鋭角型を特徴付ける楔形
に取って代わって、Nāgarī 文字の特徴である水平な横線が文字上部に登場す
る。実際には、ひとつの写本の中に鋭角型と Nāgarī 文字とが混ざっているの
で、字体による写本の分類が難しい時代である。Bendall が Kut

4

ila 文字の例と
してあげた図 II.1 の写本（Cambridge MS. Add. 1464, c A.D. 1020）の文字を
Bühler が直接取り扱つていないので、その文字が果たして第 3 種鋭角型にな
るのか、分からない。
　Dani に従えば、右の縦線が内側に曲がっている文字だけが Kut

4

ila 文字とな
る。T4 と K の文字の右の縦線は真っ直ぐなので、T4 と K の文字は Dani のい
う Kut

4

ila 文字ではない。単に、右下へ伸びる尾のある文字、ということにな
る。
　以上の結論をふまえて、T4 と K の文字についてここまでは言えると考えら
れる。
　「一般には Kut

4

ila 文字と呼ばれる字体ではあるけれども、その名に反して右
の縦線は直線である。右下へ伸びる細い尾は右縦線と 120 度の角度をなす。上
の水平線を非常に幅の広い楔型と見ると、上の横線が真っ直ぐ水平という特徴
を持つ Nāgarī 型への過渡期の文字の可能性もある。」
　以上、七百頌般若の貝葉写本の字形について調べてきた。最後に、それを通
して明らかになってきた文字分類の課題と思われる私見を述べておきたい。古
代文字学の古典と言ってよい三冊を学んでみると、字形の表現方法が人によっ
てまちまちである、ということが分かる。Kut

4

ila という一語の表わす内容が人
によって異なる。できることならば表現の統一が望ましいけれども、これまで
の歴史を考えると、そう簡単にできることとも思えない。
　文字の形態を記述するのに使われる要素について記しておく。一つ目は、文
字の上の横線の形態分類である。本論文で取り扱った T4 と K の上の横線の左
側と右上の部分は、第 2 節で述べたように、子細に見ると形態が異なる。おそ
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6　Dani のいうKut
4

ila 文字

　Dani は、何故 Fleet が Kut
4

ila 文字と呼び、その同じ文字を Bühler は鋭角型
と呼んだか、彼自身の理解を述べる。それによると、文字の右の縦線が内側へ
曲がっているから、それを Kut

4

ila という言葉で表したのが Fleet であり、そ
の内側へ曲がった右の縦線と下の水平線がなす角が鋭角なので Bühler は鋭角
型と呼んだ。その上で Dani は、鋭角を持つ文字の使用は、5 世紀まで遡れる
ので、今問題にしている、6 世紀から 10 世紀にかけて用いられた文字の特徴
を表すことばとして鋭角型という名称は不適切だと主張する。実際に Bühler
は、鋭角型より古い Gupta alphabet も鋭角を持つことを述べている。それに
対し、kut

4

ila という言葉は右の縦線が曲がっているという文字の特徴の存在時
期を表わすものとして適当であるとする。
　Dani は、kut

4

ila という表現の根拠となる、右の縦線の内側への曲がりと、
文字の右下へ伸びる尾とを独立に扱つている。文字の右の縦線が内側へ湾曲し
て、下の線と交わる点を越えて右下へ伸びた場合にそれは尾になる。こうやっ
て出来上がった尾は、湾曲した縦線とは無関係ではないはずである。しかし、
Dani は、Kut

4

ila 文字と、それに尾がついたものとを別物とみなす。
　このように、Dani は右の縦線の内側への曲りがある場合にのみ Kut

4

ila 文字
と呼ぶ。T4 と K の文字の右縦線は真っ直ぐ垂直であるであるから、Kut

4

ila 文
字とは呼べない。Dani に従うならば、真っ直ぐな縦線に右下へ伸びる尾が付
いたものとしかいいようがない。

7　まとめ

　T4 と K との文字の書体は近い。その一方で、詳細に見るならば、文字の上
の横棒の書き方の違いを区別する価値もあるだろう。最後に、T4 と K とは同
じ文字であると仮定して、これまでに調べたことから、T4 と K の文字の分類
について言えることを整理してみる。
　Bendall に 従 え ば、T4 と K の 文 字 は、Kut

4

ila 文 字 と い う こ と に な る。
Bendall Catalogue 中の図 II.1 に近い。これは 11 世紀に Bengal で用いられた
という字体である。Kut

4

ila 文字とはいうものの、右の縦線が内側に曲がってい
る字形ではなく、右の縦線と右下へ伸びる尾が 120 度をなすという形態をもつ
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　以上をまとめると、T4 と K の文字は、Kut
4

ila 文字と言えるが、それはあく
までも Bendall がいうところの、文字の右の縦線が 120 度の角度で急に曲がっ
て尾になる、という意味での Kut

4

ila 文字である。

5　Bühler のいう鋭角型

　Bühler は、Kut
4

ila と い う 名 称 を 排 除 し て、 鋭 角 型 或 は Siddhamātr
4

kā 
alphabet という言い方を採用する。そして、時代をもとに、第 1 種から第 3
種までの三種類の鋭角型に分ける。
　6 世紀の写本に見られる文字を Bühler は第 1 種鋭角型と呼ぶ。その特徴は、
文字に傾斜があり、下や右に鋭角の部分があり、垂直或は斜めの縦線の上に小
さな楔型の印がある、という三点である。Bühler は、第 1 種鋭角型の具体例
として法隆寺の般若心経貝葉写本を挙げるが、T4 と K の文字は、これとは明
らかに違う字体である。
　第 2 種鋭角型は 7 世紀に用いられた字体で、下部の曲がり（twist）がより
顕著になると Bühler は指摘する。J. F. Fleet はこの字体を Kut

4

ila 文字と呼ぶ。
前述のように Bühler はこの名称を用いない。
　第 3 種鋭角型は 8 世紀から 10 世紀にかけて用いられたものを指す。この時
代になると、鋭角型は Nāgarī 文字に近づいていく。それは、鋭角型の縦線上
部の楔型の印が、Nāgarī 文字では上部の水平線になる、という点に於いてで
ある。実際には楔形と水平線の混在する写本があって、両者の区別に基づく
字体の分類は難しいと Bühler は述べている。第 3 種鋭角型文字の具体例と
して、Bühler は二つの写本を挙げている。一つ目は、Cambridge MS. Add. 
1049（A.D. 857）である。しかし、この写本は実は、前節で調べた Bendall 
Catalogue の 図 I.2 に あ る。Bendall は transitional Gupta と 表 現 し て Kut

4

ila
文字とさえ見なしていない。二つ目の例は Cambridge MS. Add. 866（A.D. 
1008）であり、Bendall の図 I.3 の写本である。この二つ目の例は、Nepal の
11、12 世紀の写本が 10 世紀の Nāgarī 文字で書かれていることがあるという
例である。京都大写本 K は 10 世紀のものなので、年代からすると第 3 種鋭角
型に分類されることになる。前節で見たように、この図 I.3 写本の文字は、T4

や K の文字とは似ていない。
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3　T4の文字についてMasuda の見解

　Masuda は T4 の 字 体 を、「the so-called "Kut
4

ila'' script」、 つ ま り、「所 謂
Kut

4

ila 文字」とする。その根拠として、Bendall の Catalogue 中の記述を挙げ
る。その内容は、次の節で検討することにして、ここでは、kut

4

ila という語
の意味を確認しておく。kut

4

ila は、語根動詞√kut
4

から作られる形容詞であり、
例えば『梵和大辞典』は動詞として、曲がる、形容詞として、屈曲せる、の意
味を載せている。また、第二義として、欺く、という動詞、不正直なる、とい
う形容詞を載せている。

4　Bendall のいう Kut
4

ila 文字

　Masuda は、Kut
4

ila 文字と判断した根拠として、Bendall Catalogue 中の
palaeographical introduction の xxiv 頁を挙げている。そこには 11 世紀のネパ
ールで書かれた写本が取り上げられている。文字の右側の縦線の一番下のとこ
ろに曲がり（twist）があるので Kut

4

ila 文字というようである、と Bendall は
記している。
　また、Bengal で 11 世紀に書かれた写本の場合には、右側の縦線が円を描く
ように曲がっているのではなく、縦線が突然 120 度の角度をなして曲がる、と
いう形態の Kut

4

ila 文字が使われているという。
　Bendall catalogue には、写本の写真が幾つか載っている。そのうち、Kut

4

ila
文字の特徴を持つものは三点ある。図 I. 3.（MS. Add. 866, A.D. 1008）の説明
には「Early Devanāgarī hand, with some Kut

4

ila characteristics」とある．こ
の図にある写本の文字は、T4 と K の文字とは似ていない。図 I. 3. の文字は
Kut

4

ila 文字の特徴とされる曲線が縦線に見受けれれるが、T4 と K の文字の
字体の縦線は直線である。図 II. 1.（MS. Add. 1464, c A.D. 1020）は「Kut

4

ila 
character; dated 5th year of Maoīpāla of Bengal, 11c.」という説明がある。こ
れは、上に記した、縦線が 120 度の角度をなして曲がるという形態の Kut

4

ila
文字であるということを示す。T4 と K で使われている文字はこの図の文字
に 近 い。 図 II. 2.（MS. Add. 1693, A.D. 1165） の 写 本 は、「Kut

4

ila or early 
Devanāgarī hand as modified in 12c. 」とされている。T4 と K の文字と比べ
ると違いがある。例えば t は字体が異なる。
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七百頌般若梵語写本の文字

佐　藤　堅　正

1　はじめに

　七百頌般若梵語写本は、貝葉写本三本、紙写本十二本が存在する。その中で
最も古いと考えられる貝葉の二写本で用いられている文字について調べる。そ
れらは、東洋文庫所蔵の貝葉写本 SKT-MS-4（以下では T4 と記す）と、京
都大学所蔵の貝葉写本（以下では K と記す）とである。J. Masuda（増田慈
良）は T4 の字体を所謂 Kut

4

ila 文字であるとする 1。本論文では、Kut
4

ila 文字が
どのような文字であるかを、古代文字学の古典である C. Bendall、G. Bühler、
および A. H. Dani に 2 に学び、彼らにそれぞれに従った場合、T4 と K の文字を
何と呼ぶのが適切かを考察して、J. Masuda の見解を検証する。

2　東洋文庫と京都大学の貝葉写本

　T4 と K に用いられている文字は、細部に違いはあるものの、ほぼ同じ字体
と見てよい。太い線と細い線とが書き分けられ、丁寧に書かれている。ともに、
太い右の縦線と、細い尾を持つ。上の横線は、非常に幅の広い楔形と言った方
がよい。そして、子細に見ると T4 と K とで違いがある。T4 の上の横線は上
が水平、左側は三角形であり左端はとがっている。これに対し、K の上の横線
は、上は水平だが、左端が縦に切れていてとがっていない。さらに、右上の角
が小さく欠けているように見える。
　K には sam4 vat 37 と記されている。これが Nepalese sam4 vat だとすれば、
A.D. 917、10 世紀初めに書かれたものである。T4 には sam4 vat がないが、字
体の類似性から言って、ほぼ同時期のものと考える。

1	 参考文献 1）の 185 頁を参照のこと。
2	 参考文献 2）―4）を参照のこと。
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国土の功徳荘厳を説示する（p.8-10）。 

4. まとめ

　以上の〈無量寿経〉の所説は、法蔵の願いを受けて、世自在王仏が多くの仏
国土のありさまを提示する、そしてそこから法蔵自身があらためて誓願を建立
する、という構造である。最終的に建立される誓願は、その前段の世自在王仏
の説示に依存するはずだから、願によってできあがる阿弥陀仏の国土や仏身
のすがたは、むしろ最初の法蔵の願いと、それに基づく世自在王仏の説示に依
存することになる。世自在王仏がどれだけ多くの仏刹について説示しようとも、
法蔵が世自在王仏に願ったのでない限り、それだけでは法蔵が作仏した仏身や
国土の最勝性を保証するものとはならない。法蔵がその最勝性を願うという前
提があって初めて最勝性を保証することになる。
　『大智度論』が問題とする国土について見ると、『大阿弥陀経』と『荘厳経』
では国土の最勝性は願われていない。他方、『平等覚経』『無量寿経』『如来会』
梵本蔵訳では、国土の最勝性を得ることが願われている。『大阿弥陀経』と

『荘厳経』に従うなら、阿弥陀仏の国土の最勝性は、世自在王仏の選択からは
保証されず、従って、この二つの経については、『大智度論』巻十の説が整合
することになる。 

1　 梶山雄一「大智度論における阿弥陀仏信仰」『佛教大学仏教文化研究所年
報』第７・８号、1990。 

2　 以下、〈無量寿経〉について、『阿弥陀三耶三仏薩楼仏檀過度人道経』を
『大阿弥陀経』、『無量清浄平等覚経』を『平等覚経』、康僧鎧訳『無量寿経』
を『無量寿経』、『大宝積経』「無量寿如来会」を『如来会』、『大乗無量寿
荘厳経』を『荘厳経』、無量寿経梵本を梵本、同チベット語訳を蔵訳と呼ぶ。
頁数の指示は、『如来会』を除く漢訳諸本は大正新脩大蔵経第 12 巻、『如
来会』は同 11 巻、梵本は足利本による。 

3　 良忠『観経疏伝通記（序分義）』二、『浄全』2、265a。 
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し、「広大誓願」を発す（317c-308a）。この内容が歎仏頌となる。まず、世自
在王仏の色と光明を讃歎し、自分が清浄の声を得、智慧が海のごとくなりたい、
等と願う。そして衆生の往生を願うのだが、

所有無邊世界中　輪迴諸趣衆生類　速生我刹受快樂　不久倶成無上道
（318c）

というのみで、特に自らが建立する刹土をどのようなものとしたい、という言
及は無い。
　歎仏頌の後、作法はあらためて、国土の荘厳、成正覚、について願い、『無
量寿経』と同様に、その為に法を説くように世自在王仏に要請、一旦は世自
在王仏は一度は拒否するものの、作法の再 要請を受けて諸仏刹土の相につい
て説示する。ただし、ここには大海の水を汲み尽くす譬喩は用いられない。ま
た、『大阿弥陀経』～『如来会』では、世自在王仏によって示された国土の数
が二百一十億であったのに対し、「八十四百千倶胝那由他佛刹功徳莊嚴之事

（319a）」とされるように、その数は異なる。最後に三十六願を建立、世自在王
仏の指示を受けて作法芻が説示する。
　作法の願いを受けて、世自在王仏の意図に基づいて諸仏国土が提示されたと
いう構造は、上の諸本と同様である。ただし、作法の願いの中には、国土を最
勝としたいという願いはなく、また世自在王仏の説示は諸仏刹土の功徳荘厳で
あって、天人の善悪・国土の麁妙ではない、ということに注意しておきたい。 
3. 6. 梵本・蔵訳
　梵本と蔵訳は概ね同一の内容なので梵本の箇所を示す。また、全体の構成も、
法蔵が世自在王仏によって説示された国土の数が八十一百千コーティ・ナユタ
であること、大海を汲み尽くす譬喩を用いない点以外は、概ね『無量寿経』と
同じである。歎仏頌の中で、法蔵が自らが建立する国土について、 

ks
4

etra mama udāru agraśrest
4 4

ho, varam iha mand
4 4

a pi sam4 skr
4

tesmin.
（p.8）
（我が国土は広大、最高・最良である。この世界の有為の中でも最勝の
［菩提］座である。）

として、国土について最勝のものであることを願っている。
　歎仏頌の後、法蔵は仏国土の功徳荘厳についての説示を世自在王仏に要請す
るが、一旦は拒否、法蔵の再要請を受けて、八十一百千コーティ・ナユタの仏
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ほぼ同様の内容で、その中で、世自在王仏について、光明と容貌が他に匹敵す
るものが無いほどすぐれていること、大音声は十方世界に響き、煩悩を離れて
いることを讃歎し、この聖法王と同等となりたい、と願う（267ab）。続けて
作仏することを願い、そこに、

令我作佛　國土第一　其衆奇妙　道場超絶　國如泥洹　而無等雙　我當愍
哀　度脱一切　十方來生　心悦清淨　已到我國　快樂安隱（267b）

といって、やはり『大阿弥陀経』の下線（3）と（4）（5）に対応する内容であ
るが、国土については他の国土と比較して匹敵するものが無いほど勝れている
ことを願う点が『大阿弥陀経』と異なっている。
　歎仏頌の後、法蔵はあらためて、国土の荘厳、成正覚、衆生済度について願
い、その為に法を説くように世自在王仏に要請、一旦は世自在王仏は一度は拒
否するものの、法蔵の再要請を受けて、大海の水を汲み尽くす譬喩を用いて励
まし、さらに二百一十億の諸仏刹土の天人の善悪、国土の麁妙を示す。それを
見た法蔵は、最終的に四十八願を建立する。
　『如来会』では、構成自体は『無量寿経』とそれほど変わらないが、歎仏頌
の表現には異同がある。その中で、世間自在王如来（世自在王仏）について、
光明が他に譬えうべくもなく、一音説法し、一妙色身を示し、煩悩を離れてい
ることを讃歎し、この如来と等しくなりたい、と願う（93a）。続いて作仏して
衆生を済度することを願い、さらに

又願當獲大神光　倍照恒沙億佛刹　及以無邊勝進力　感得殊勝廣淨居　如
是無等佛刹中　安處群生當利益　十方最勝之大士　彼皆當往生喜心（93a）

とし、『大阿弥陀経』の下線（3）と（4）（5）に対応する内容であるが、国土
について「無等の仏刹」という。以下は『無量寿経』とほぼ同内容である。
　この二経は、『大阿弥陀経』『平等覚経』のように、法蔵に対する二百一十億
の諸仏刹土の提示が、世自在王仏による「選択」であると明示はされていない
が、法蔵の願いを受けて、世自在王仏の意図に基づいて提示されたものである
ことは変わりがない。 
3. 5. 『荘厳経』
　誓願の説示までは『無量寿経』『如来会』と構造上大きく異なることはない。
ただし、国土に関する作法（法蔵）の願いに、いささか異なりがある。
過去仏列挙の後、世自在王如来が登場、そこに作法が現れて、仏の面色を讃歎
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善念　從是得佛法　持覺若如海　其限無有底　瞋恚及愚癡　世尊之所無　
嗟歎佛世雄　終始無厭足　佛如好花樹　莫不愛樂者　處處人民見　一切皆
歡喜　令我作佛時　願使如法王　過度於生死　無不解脱者（280b）

と述べて、光明と容貌が他に匹敵するものがないこと、大音声は無数の刹に遍
く、煩悩を離れていることを讃歎し、自身が作仏して、楼夷亘羅仏と同等にな
りたい、と願う。あわせて『大阿弥陀経』の下線（1）、（2）に対応する。続け
て作仏すること願うが、その中に 

（3́́） 令我爲世雄　國土最第一　其衆殊妙好　道場踰諸刹　國如泥洹界　
而無有等雙　我當常愍哀　度脱一切人　十方往生者　其心悦清淨　已來到
我國　快樂喜安隱（280c）

として、国土と衆生の往生と度脱について願う。それぞれ『大阿弥陀経』の下
線（3）と（4）（5）に対応する内容である。特に国土に関しては「国土最第
一」（下線（3́́））としていて、他の国土と比較して勝れていることを願う点
が『大阿弥陀経』と異なる。他の点に関する最勝性については楼夷亘羅仏の光
明等の最勝性を述べた上で自身と楼夷亘羅仏との等質性を願うのみ。
　歎仏頌の後、あらためて、如来の所有を悉く得たい、人の生死の根本を抜
きたい、自分が説いた諸仏国土の功徳をすべて取りたい、と願う。これ以下
は『大阿弥陀経』とほぼ同様の構成となり、楼夷亘羅仏は、人が至心に求道す
れば心中所欲の願を成就できる、と大海を汲み尽くす譬喩を用いて励ます。そ
して、楼夷亘羅仏は二百一十億の仏国土から諸天人民の善悪、国土の好醜を選
択して、曇摩迦に説く。すると曇摩迦は天眼によってそれらを見て、心所欲の
願を選び、最終的に二十四願経を得て、奉行し、作仏して無量清浄覚（阿弥陀
仏）となった、という（280c-281a）。 
3. 3. 『無量寿経』・『如来会』
　後期無量寿経では、願文の説示が釈尊ではなく法蔵自身の発言とされ、誓願
の説示に続いて四誓偈が説かれ、その後に法蔵の菩薩行を説いて後に、阿弥陀
仏の成道が述べられるというように、法蔵説話全体の構成は初期無量寿経に対
して大きく変化するが、誓願を建立するところまでは、『平等覚経』と大きな
変化はない。
　『無量寿経』では、過去仏列挙の最後に世自在王仏が登場、その時に国王が
出家して法蔵と呼ばれ、世自在王仏を讃歎して歎仏頌を説く。『平等覚経』と
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佛語阿難。阿彌陀佛爲菩薩時。常奉行是二十四願。珍寶愛重。保持恭愼。
精禪從之。與衆超絶。卓然有異。皆無有能及者（300c-301a）。

というように、楼夷亘羅仏は二百一十億の仏国土から諸天人民の善惡、國土の
好醜を選択して、曇摩迦に説く。すると曇摩迦は天眼によってそれらを見て、
心中所欲の願を選択し、最終的に二十四願経を得て、奉行し、作仏して阿弥
陀仏となった、という。曇摩迦の願いは、下線部に示したもの で、（1） 諸仏
の中で、最尊、智慧勇猛であること、（2） 頭中の光明が、佛の光明焔照するの
と同様に無極であること。（3） 所居國土が自然七寶でできていて軟好であるこ
と。（4） 作仏後の名字がどの仏国土にも聞こえるようになること。（5） 自分の
国に往生すればみな、菩薩・阿羅漢となること、となる。この願いを達成すべ
く、楼夷亘羅仏は二百一十億の諸仏国土を選択して曇摩迦に示し、さらにその
中から曇摩迦が選択して、二十四願を結得、それを奉行して、阿弥陀仏として
成道し、曇摩迦の願いに対応して、下線部（1́） 最尊智慧勇猛、（2́） 光明無比、

（3́） 所居の國土、甚快善、（4́）（5́） 他方の衆生の往生と度脱、が可能になった
ことをいう。ここでは、曇摩迦の願いに応えるために楼夷亘羅仏が素材を選択
し、その中から曇摩迦自身が選択する、という二段階の選択によって二十四願
が得られた、という構造となっている。そして、仏身としては、最尊智慧勇猛
を誓いながら、光明は仏と同等、また国土については自然七宝でできているこ
とを願うのみで、その国土は必ずしも最高、上妙のものが願われていたわけで
はない。 
3. 2. 『平等覚経』
　法蔵の誓願が、世自在王仏による選択を媒介とする二段階の選択の構造であ
ることは、『平等覚経』以下の〈無量寿経〉諸本も『大阿弥陀経』と同様であ
るが、法蔵の求めは、歎仏頌の形で示されるようになる。
　『平等覚経』では、過去仏列挙の最後に楼夷亘羅仏（世自在王仏）が登場、
寿量は四十二劫であり、その時に国王が出家して曇摩迦留（法宝蔵・法蔵）と
呼ばれる。楼夷亘羅仏を称賛して歎仏頌を説く。その中で、楼夷亘羅仏につい
て、

無量之光曜　威神無有極　如是之焔明　無能與等者　若以日摩尼　火月水
之形　其景不可及　其色亦難比　顏色難稱量　一切世之最　如是大音聲　  
遍諸無數刹　或以三昧定　精進及智慧　威徳無有輩　殊勝亦希有　深微諦
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は、そのように十方の清浄世界を観せしめられるにあたり、法積比丘の功徳力
が薄弱だったために、よりすぐれた世界（上妙世界）を見ることができなかっ
た。そのため建立された安楽世界も、華積世界よりも劣った世界だ、とするの
である。
　この巻十の説は〈無量寿経〉の法蔵説話とも整合するものなのであろうか。 

3. 〈無量寿経〉の場合

　〈無量寿経〉の法蔵説話は、上の『大智度論』の所説と概ね同一の構造にな
っているが、細部では異なる。また、〈無量寿経〉諸本間でも細部に異なりが
見られる。そこで、世自在王仏の説示と、国土の荘厳に関わる内容に注目しつ
つ、諸本の所説を概観する。 
3. 1. 『大阿弥陀経』の法蔵説話
　『大阿弥陀経』では過去仏列挙の最後に楼夷亘羅仏（世自在王仏）が登場、
寿量が四十二劫であり、その時に国王が出家して曇摩迦（法蔵）と呼ばれる。
彼は自分の願い求めることについて、楼夷亘羅仏に次のように言う。

往到樓夷亘羅佛所。前爲佛作禮。却長跪叉手。白佛言。
「我欲求佛爲菩薩道。令我後作佛時。（1） 於八方上下諸無央數佛中。最尊
智慧勇猛。（2） 頭中光明如佛光明所焔照無極。（3） 所居國土。自然七寶極
自軟好。（4） 令我後作佛時。教授名字。皆聞八方上下無央數佛國。莫不聞
知我名字者。（5） 諸無央數天人民。及飛蠕動之類。諸來生我國者。悉皆令
作菩薩。阿羅漢無央數都勝諸佛國。如是者寧可得不」。

この曇摩迦の願いを受けて、楼夷亘羅仏は、人が至心に求道すれば心中所欲の
願を成就できる、と大海を汲み尽くす譬喩を用いて励ます。そして、

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。爲選擇
心中所欲願。夷亘羅佛説經竟。曇摩迦便一其心。即得天眼徹視。悉自見
二百一十億諸佛國中諸天人民之善惡。國土之好醜。即選擇心中所願。便結
得是二十四願經。則奉行之。精進勇猛勤苦求索。
如是無央數劫。所師事供養。諸已過去佛。亦無央數。其曇摩迦菩薩至
其然後。自致得作佛。名阿彌陀佛。（1́） 最尊智慧勇猛。（2́） 光明無比。

（3́） 今現在所居國土甚快善。（4́）（5́）在他方異佛國。教授八方上下諸無
央數天人民。及飛蠕動之類。莫不得過度解脱憂苦。
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量諸佛國。亦無佛國想。云何菩薩如所見佛國自莊嚴其國。住轉輪聖王地。遍至
三千大千世界。以自莊嚴（大正 8、259b）」に対する釈に見られる。即ち、

觀諸佛國者。有菩薩以神通力飛到十方。觀諸清淨世界。取相欲自莊嚴其
國。有菩薩佛將至十方。示清淨世界。取淨國相自作願行。⒜ 如世自在王
佛。將法積比丘至十方。示清淨世界。⒝ 或有菩薩自住本國。用天眼見十
方清淨世界。初取淨相後得不著心故還捨。如所見佛國自莊嚴其國者。如先
説。是八地名轉輪地（大正 25、418ab）。

世自在王仏が法積比丘をつれて十方に至り、清浄世界を示したことを言い（下
線⒜）、そのようにして菩薩は浄土の相を取って自ら願行とする、という。ま
た、菩薩によっては本国に居ながらにして天眼によって十方清浄世界を見ると
する。ただしそこで得た浄相は後に捨てる、とされる（下線⒝）。 
2. 4. 『大智度論』の所説
　以上の三説をまとめると次の表のようになる。

以上の内容をまとめると、『大智度論』の所説は全て国土の荘厳に関するも
のであり、阿弥陀仏の因位である法積比丘（法蔵比丘）が安楽世界を建立す
るにあたり、世自在王仏に導かれて十方に至り、清浄な世界を見、それに基
づいて自分が建立する世界を設定した、という構造が示されている。〈無量
寿経〉の所説とは、世自在王仏に見せられた世界を「十方」と表現するか、

「二百一十億」等の数で示すかの違い、また、実際に行ったのか、説示された
のか、といった違いはあるものの、世自在王仏が示した諸仏国土を素材として、
自ら建立すべき世界を設定した、という点では共通する。そして、巻十の説で

（巻五十では、この他に、本国に居ながらにして十方の清浄世界を見るケースも認める（下
線（b）。法積比丘の例とは別→ただし〈無量寿経〉では法蔵が国土を見る際に天眼による場
合がある））。

巻 因位の名 果位仏名 国土名 見せた仏 何をどう見
たか

見てから

巻十 法積比丘 阿弥陀仏 安楽世界 仏 十方に実際
に至る

〓

巻三八 法蔵比丘 阿弥陀仏 〓 仏 十方に実際
に至る

浄妙の国を選択せしめ、
自ら其の国を荘厳する

巻五十 法積比丘 〓 〓 世自在王仏 十方に実際
に至る

浄国の相を取り、自ら
願行を作す（一般論）
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　本稿では、『大智度論』と〈無量寿経〉の法蔵説話を比較検討し、〈無量寿
経〉が主張する阿弥陀仏の最勝性の観点から『大智度論』の説が〈無量寿経〉
と合致するかどうかを検証してみたい。 

2. 大智度論の法蔵説話の検証

　まず、『大智度論』の諸説を確認する。 
2. 1. 巻十の説
　『摩訶般若波羅蜜多経』序品第一の「譬如花積世界普花佛國（大正 8、
218c）」に対する釈の中に見られる。即ち

問曰。更有十方諸清淨世界。如阿彌陀佛安樂世界等。何以故。但以普華世
界爲喩。
答曰。阿彌陀佛世界不如華積世界。何以故。法積比丘佛雖將至十方觀
清淨世界。功徳力薄不能得見上妙清淨世界。以是故世界不如（大正 25、
134b）。 

法積比丘（法蔵比丘）の功徳力が薄くて「上妙清浄の世界」を見ることができ
なかった、即ち、素材として提示された国土中に本当にすぐれたものがなかっ
たために、そこから導き出して建立された世界もそれほどすぐれたものではな
かった（下線部）、というものである。 
2. 2. 巻三十八の説
　『摩訶般若波羅蜜多経』往生品第四の「舍利弗。有菩薩摩訶薩初發意時與般
若波羅蜜相應。與無數百千億菩薩。從一佛國至一佛國。爲淨佛國土故（大正 8、
226a）」に対する釈の中に見られる。即ち、

發心即與般若波羅蜜相應得六神通。與無量衆生共觀十方清淨世界而自莊嚴
其國。如阿彌陀佛先世時作法藏比丘。佛將導遍至十方示清淨國。令選擇淨
妙之國。以自莊嚴其國（大正 25、343a）。

阿弥陀仏が過去世において、法蔵比丘であった時、仏につれられて十方世界に
行き、そこで見た浄妙の国を選択して、それによって自国を建立したというも
のである（下線部）。それが可能な根拠として、発心して般若波羅蜜と相応す
ることをいう。 
2. 3. 巻五十の説
　『摩訶般若波羅蜜多経』発趣品第二十の「云何菩薩觀諸佛國。自住其國見無
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世自在王仏の選択をめぐって

齊　藤　舜　健

1. はじめに

　『大智度論』に見られる阿弥陀仏への言及は梶山雄一氏の調査によると
二十五箇所にのぼる 1。その中には〈無量寿経〉2 の法蔵説話を念頭に置いたと
思われる記述もある。即ち、 

• 巻十に、仏が法積比丘（＝法蔵比丘）に十方の清浄世界を見せた、とする
（大正 25、134b）。
• 巻三八に、仏が法蔵比丘に清浄国を示して、浄妙の国を選択させた、とす

る（大正 25、343a）。
• 巻五十に、世自在王仏が法積比丘に浄妙世界を示した、とする（大正 25、

418a）。
であって、いずれも、法蔵（法積）比丘が仏に浄土を見せられ、それに基づい
て阿弥陀仏の国土が建立された、とするものである。大正蔵経のインド選述部
に見られる法蔵説話の〈無量寿経〉以外での殆ど唯一の例である。言うまでも
なく、『無量寿経』の法蔵説話では、二百一十億の諸仏刹土の天人の善悪、国
土の麁妙から選択されたのが阿弥陀仏の四十八願であり、その願が成就したの
が阿弥陀仏であり極楽であり阿弥陀仏による済度である。そして極楽が最勝で
ある理由を「彼の二百一十億土の中に選取する國なるが故に、四十八願莊嚴の
土なるが故に」3 と述べられるように、「二百一十億の刹土」から選択されたと
いうことが阿弥陀仏の国土が最勝であることの根拠とされるようである。とこ
ろがこの『大智度論』に見られる例の内、巻十の説は、阿弥陀仏の国土の最勝
性の根拠とはされず、逆に、阿弥陀仏の国土が劣っていることの根拠として用
いられている（上に引用した『伝通記』の説は『大智度論』の所説への反駁）。
そしてそこに介在するのが法積比丘に諸仏国土を見せた仏の判断であり、『大
阿弥陀経』では楼夷亘羅仏（世自在王仏）が「選択」して見せた、とされる点
である。
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で天に昇れ」と告げる。すると、その言葉通りに、トリシャンク王は南の天
に昇り始めた。しかし、それを知ったインドラは、ヴァシシュタ仙の言葉が
嘘になることを恐れて、トリシャンクの昇天を止めようと、「地上に落ちろ」
と叫んだ。すると、トリシャンク王は、頭から地上に落ち始めた。すると今
度は、ヴィシュヴァーミトラが、自分の発した言葉が嘘になってしまうので、
王をそのまま昇天させて欲しいと望む。インドラはその願いを聞き入れ、王
の落下は止まり、そのまま、南の空に頭を下に向けたままとどまり、南十字
星となった。

　尚、当該箇所の全訳は、『ラーマーヤナ１』岩本裕、東洋文庫 376、1980 に
ある。

６）Viv. では、“vinayes
4

u” と記されており、意味が取りにくいが、“vineyes
4

u” 
とする、Bh. に従った。

７）テキストでは、“（samjñaye） samjajñe” となっているが、いずれも意味が
取りにくいので、“samjaye” つまり、マハーバーラタにおける、ヴャーサの
弟子で、千里眼を与えられ、戦況をドゥリタラーシュトラに伝えたサンジャ
ヤとして訳した。

８）この “śuddhi” という語の前に、写本の欠損があるらしい。校訂者脚註参
照。

９）Mahābhārata12-168-36
10）Y.S.1-23~28 で説かれる自在神への祈念に基づくヨーガの完成との関係に

ついては、他の復註では考察されているが、Viv. では特に触れられていな
い。但し、Viv. の写本の当該箇所（Y.S.2-32 に対する記述）に欠損がある
ことが、校訂者によって註記されているので、その箇所に何らかの記載があ
ったのかもしれない。

11）いずれも合掌の一種
12）krauñca として読んだ。帝釈鴫。
13）他の復註は「アナンタ龍王」の意味にとっている。
（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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行為を決定できる例として、「有徳である」ことが示され、結果が決定でき
る例として「天に到れ」が示されていると解説している。ここでは、この解
釈に従って、行為の前に「現世の」という言葉を、結果の前に「来世の」と
いう言葉を補った。

４）「現世の行為」が真実語を確立した行者の言葉通りになる例として、
Mahābhārata12-263-1~55 で説かれる説話が例示されている。要約すると以
下のようである。

　　クンダダーラが、自らを信仰するバラモンが眠っている間に、そのバラモ
ンに何らかの恩恵が与えられるように、マニバドラを始めとする神々に依頼
したところ、まず神々は財産をそのバラモンに与えようとした。しかし、ク
ンダダーラは、それを断り、そのバラモンが善い行為（ダルマ）を好むよう
になるように依頼した。神々をそれを受け入れ、バラモンに対し、「その男
の心は、善い行為（ダルマ）を好め」と言った。すると、めざめたバラモン
は、善を好むものとなり、森で厳しい苦行を始めた。その苦行が成就すると、
そのバラモンは、「すべてのことは、自らの言葉通りになる」という確信を
持つにいたった。

　以上であるが、最後の部分にある、ダルマを好み、苦行を行ったそのバラモ
ンも言葉に関する能力を有するようになったという記述も興味深い。
 尚、 当 該 箇 所 の 全 訳 は、 茂 木 秀 淳 氏 が『叙 事 詩 の 宗 教 哲 学 ： 
Moks

4

adharma-parvan 和訳研究（XXV）』 信州大学教育学部紀要 116：73-84
（2006）で発表している。

５）「来世の結果」が真実語を確立した行者の言葉通りになる例として、
Rāmāyan

4

a1-57~60 で説かれる説話が例示されている。要約すると以下のよ
うである。

　　この世の身のままで昇天することを願ったアヨーディヤの王トリシャンク
は、まず、その願いをヴァシシュタ仙に告げるが、「できない」と断れられ
る。更にヴァシシュタ仙の弟子らに同様の願いをしたところ、師であるヴァ
シシュタ仙の言葉をないがしろにしたからといって、王をチャンダーラ（極
めて身分の低いもの）にする呪いをかけた。チャンダーラの姿となってさ
えも、願いを持ち続けるトリシャンク王を憐れんだヴィシュヴァーミトラ
は、自らの苦行の力によって王を昇天させることを約束し、「その身のまま
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ついては、たとえ上記以外の方法であっても、自らが、不動かつ安心できると
認めて、それによって苦痛のないものが、スティタプラスラブディと呼ばれる
坐法である。ヤタースカ（yathāsukha） については、その姿勢で坐っている
人に楽があるようなものが、ヤタースカである。「など」という語があるので、
師の教えに従った他の坐法も認められる。［Viv.2-46］

〈p.226 l.6〉
　意識的な努力をしないことによって、あるいは、無限なものに合一させるこ
とによって。［Y.S.2-47］

〈p.226 l.27〉
ここに、それらの坐法を習得する方法が示される。
　意識的な努力をしないことによって、あるいは、無限なものに合一すること
によって、あるという語が補足される。つまり、確固として完成された坐法が
あると補足される。しっかりと坐った後に、意識的な努力を放棄することによ
って、あるいは、意識的な努力をしないことによって、完成されるのである。
それによって手足の震えがなくなる。それ、即ち意識的な努力の放棄によって
である。なぜならば、意識的な努力をすると手足が震えるからである。そのこ
とによって、坐法が完成するという意味である。
　あるいは、無限なものに合一することによって、無限ものとは一切であ
り 13）、無限な状態であるものが、無限なものである。そこに合一した、即
ち、一切に入り込んだ心は坐法を完成させる。つまり確固たるものにする。

［Viv.2-47］

「訳注」
１）“prasavadharmin” の複合語分解。
２）敵意と訳した “vaira” という語の前に、写本の欠損があるらしい。校訂者

脚注参照。
３）“kriyāphala” という複合語は、並列複合語、あるいは、格限定複合のいず

れかに考えることができ、この点について、Viv. は特に解説をしていない
が、“Tattva-vaiśāradhī” や “Yoga-vārttika” といった他の復註が、いずれも
並列複合語として解釈しているので、それに従った。更に、両復註がともに、
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不動かつ安楽なもの。つまり、不動であってかつ安楽なものが坐法である。そ
れを行うものの心を身体が不動となり、それによって苦が生じないような坐法
を修するべきである。
　例えば、他の聖典でもよく知られている蓮華坐などが列挙される。
神聖な場所にある山の洞窟、川の砂州などの清浄で、明かりや水の流れに近く
なく、人や虫がおらず、石のないところにおいて、清浄なるものは正しく水を
啜り、全世界の唯一の主である最高神と、恭敬さるべきヨーガの自在神と、自
らの師とを敬礼し、主に布切れ、アンテロープの皮、クシャ草よりなる心地よ
い坐所に、東あるいは北を向いて、以下のうちのひとつの坐法をしっかりと行
うがよい。
　そのうち、蓮華坐とは、右足を持ちあげて左の上に置け。同様に左を右の上
に。次に腰、胸、頸を固定して、死んでいるか眠っているかのように鼻先を凝
視して、両唇の隙間は丸い小箱のように閉じ、歯と歯はかみ合わせずに、顎と
胸はこぶし一つぶん引き離し、舌先は前歯の内側に押し付け、両手は両踵の上
で、カッチャパカあるいは、ブラフマアンジャリ 11）をして、一旦固定したら
そのままの状態を保ち、繰り返し身体の一部や身体の位置に関して特別な意識
を持つことなく坐れ。それが蓮華坐である。
　また、以上のことは他のすべての坐法についても同様である。なんらかの特
徴的な違いがあるだけである。例えば、左足を右の上に置き、左手を右手の上
に置いて坐るのが、吉祥坐であり、他に関しては同様である。また、一方の膝
を大地につけ、その上に曲げたもう一方の足を乗せるのが英雄坐である。以下
は特徴的な違いのみを述べる。左足の親指を右の腿と脛の間に挟んで見えない
ようにし、同様に右足の親指を左足の腿と脛の間に見えないように挟む。そし
て、両踵で睾丸を圧迫しないように坐る。それが卍坐である。
両くるぶしを揃え、両親指を揃え、両膝を揃えた脚を伸ばして棒のように坐れ。
それが棒坐である。ヨーガ布を用いたり、柱などにもたれたりするのが、ソー
パーシュラヤである。手を膝までのばして、臥するのがパリアンカ坐である。

〈p.226 l.11〉
　クラウンチャ坐、象坐、ラクダ坐は、クラウンチャ 12）などが坐っている状
態と同じように見えねばならない。腿と脛が地面についているのが、サマサン
スティタ（samasam

4

sthita）。スティタプラスラブディ（sthitaprasrabdhi）に
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〈p.224 l.14〉
　苦行によって、不浄なるものが滅せられると、身体と感官に関わる超能力が
備わる。完成されつつある苦行こそが、不浄な覆いを取り除く。言うまでもな
く、完成されたという意味である。それを覆っている穢れがなくなると、微細
化などの身体に関する超能力が備わる。つまり、母と父の交わりより生じた、
精子や子宮に関わる身体の穢れ、また、食べ物から生じたものなどのすべての
穢れは、苦行によって、破壊されるであろう。またその故に、微細化などの身
体に関する超能力が備わるのである。同様に、諸感官が対象とらわれることに
よって生じる不正などを覆う穢れは、苦行という川の流れによって、洗い流さ
れる。同様に遠方の音を聞いたり、ものを見たりできるなどの、感官に関する
超能力が備わる。［Viv.2-43］

〈p.224 l.7〉
　聖典の学習に基づいて、望みの神格と交わることができる。［Y.S.2-44］

〈p.224,l.21〉
　聖典の学習に基づいて、望みの神格と交わることができる。希望する神々、
仙人たち、成就者たちが、聖典の学習に専念しているものの目に見えるように

なり、彼を手助けする、つまり、教示などを与える。［Viv.2-44］

〈p.224 l.10〉
　自在神への祈念に基づいて、三昧は完成する。［Y.S.2-45］

〈p.225 l.8〉
　自在神への祈念に基づいて、三昧は完成する。自在神に全身全霊を傾けるも
のは、三昧を完成する。それによって、つまり、三昧の完成によって、他の場
所・他の身体・他の時間に関するすべてを思い通りに知ることができるので、

その人の叡知はすべてをありのままに知ることができる 10）。［Viv.2-45］

〈p.225 l.8〉
　坐法は不動かつ安楽なもの。［Y.S.2-46］

〈p.225 l.15〉
　禁戒と内制に伴う超能力が述べられた。坐法などをこれから述べる。坐法は
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捨てようとしても、土や水などによって洗い流そうとしても、身体の清浄さ８）

を得ることはないのに、どうして、全く自己を制していない他者と交渉するこ

とができようかと（述べられた）。［Viv.2-40］更に、他のものもある。

〈p.223 l.6〉
　また、サットヴァの浄化・喜び・集中・感官制御・自己直感力が［Y.S.2-
41］

〈p.223 l.17〉
　また、サットヴァの浄化・喜び・集中・感官制御・自己直感力が、その人に
ある。
それぞれの前のものを確立することに基づいて、後のものが現れる。どのよう
にかというと、清浄さに基づいて、サットヴァの浄化があり、それに基づいて
喜びがあり、それに基づいて集中があり、それに基づいて感官制御があり、そ

れに基づいてブッディのサットヴァは自己を直感できるようになる。それらす
べては、清浄であることを確立することによって獲得されるのである。また、
だからこそ、これらが清浄であることの完成（の証）なのである。［Viv.2-41］

〈p.223 l.17〉
　満足することに基づいて得られる安楽は最高のもの。［Y.S.2-42］

〈p.223,l.22〉
　満足することに基づいて得られる安楽は最高である。満足することに対する
相反思考が起こらない場合に、（得られる安楽は）最高である。つまり、それ
より上位のものがない。
　また、例えば、次のように言われる。
　「この世における、つまり、この世界における愛欲による快楽や、天上界に
おける、つまり、神々に関わる大楽は、渇望を滅することによって得られる安
楽の十六分の一にも値しない。」９）と。［Viv.2-42］

〈p.224 l.4〉
　苦行によって、不浄なるものが滅せられると、身体と感官に関わる超能力が
備わる。［Y.S.2-43］
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質が増大する。つまり、執着しない気持ちを、自分に生じさせる。あらゆる美
しいものの活動に対しても心を向けることのない力を得るのである。いかなる
妨害によっても決して打ち破られることがないという意味である。
更に、弟子たちに６）つまり、教えられる資格のある優れたものたちに、知識を
与えることができるようになる。聖者ヴャーサがサンジャヤにしたように７）。

［Viv.2-38］

〈p.222 l.4〉
　不所得を確立すると、生まれに関する完全な知識がある。［Y.S.2-39］

〈p.222 l.15〉
　不所得を確立すると、生まれに関する完全な知識があるとは、生まれがいか
なるものであるかということに関する理解がその人に生じる。「これは一体何
であるか」、つまり、私の生まれの真の姿は何であるか、「これは一体いかな
るものか」、つまり、一体どのようになっているのか、「我々は何になるのか」、
つまり、死後何にもならないのか、あるいは、未来において何かになるのか、

「あるいは我々はどのようになるのか」、というように、彼には、前世・来世・
現世における、つまり過去・未来・現在の自己の在り様を知りたいという気持
ちが正しい認識の先駆けとして自ずから起こってくる。
外部のものを所有することに執着しなければ、自己が何であるかを容易に知る
ことができる。所有することに熱を上げたり、大きな欲望をもつ他の人々は、
たとえ苦労しても（知識は）生じない。［Viv.2-39］

〈p.222 l.9〉
　清浄であることに基づいて、自己の身体を嫌うものは、他者と交渉しない。
［Y.S.2-40］

〈p.223 l.12〉
　禁戒の完成が語られた。ここでは、内制について述べられる。
　清浄であることに基づいて、自己の身体を嫌うものは、他者と交渉しない。
自己の身体を嫌う時、清浄であることを行っている者は、身体の過失を知り、

つまり、身体が非難されるべきものであることを知り、身体に執着しない修行
者となる。更に他者と交渉しない。身体の本質を見極めた者は、自己の身体を
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〈p.221 l.8〉
　例えば、不殺生を確立するととは、不殺生が確固たるものになり、相反思考
が起こらなくなると、その者の前では、敵意を捨てる。つまり、常に敵対して
いる蛇とマングースでさえも、その不殺生なる人の前では、敵意２）を捨てると
いう意味である。［Viv.2-35］

〈p.221l.3〉
　真実語を確立すると、（現世の）行為と（来世の）結果３）を決定できる。

［Y.S.2-36］

〈p.221l.8〉
　真実語を確立すると、つまり、真実語に徹することによって、（現世の）行
為と（来世の）結果を決定できる。つまり、儀礼などを行うという（現世の）
行為と（来世の）結果が現実のものとなる。「真実を語る者の言葉どおりに」、
と補足される。
　どういうことかというと、善を為さない人であっても、「善を為す人になれ」
と言われると、その言葉どおりに善を為す人になる。例えば、「その男の心は
善い行為（ダルマ）を好め」と神々に言われたクンダダーラを信仰するバラモ
ンは善い行為をする人になった４）。また、「天に到れ」と言われれば、天に到
る。例えば、ヴィシュヴァーミトラに「天に到れ」と言われたトリシャンクは
天に到った５）。要するに、彼の言葉がむなしく響くことはない。［Viv.2-36］

〈p.221l.6〉
　不盗を確立した者には、あらゆる財宝が集まる。［Y.S.2-37］

〈p.221l.27〉
　不盗を確立した者にはつまり、無欲な者には、そのことによって、彼に何が
起こるかというと、財宝が集まる。つまり、あらゆるところにある財宝が彼の
もとに集まる。すなわち、自ずから現れるのである。［Viv.2-37］

〈p.222 l.1〉
　禁欲を確立した者は力を獲得する。［Y.S.2-38］

〈p.222 l.10〉
　禁欲を確立した者は力を獲得する。禁欲の獲得にもとづいて、執着しない性
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Yoga-sūtra Bhās
4

ya Vivaran
4

a 試訳（２章 -35 ～２章 -47）

近　藤　辰　巳

＊ 使 用 テ キ ス ト：Patañjali-Yogasūtra-Bhās
4

ya-Vivaran
4

a, Madras Goverment 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。）

〈p.220 l.21= テキスト 220 ページの 21 行目を示す〉
　対峙思考の瞑想という原因に基づいて、相反思考が除去され、何も生み出
さなくなったというのは、そのものに、生み出さない性質があるものであり 1）、
つまり、ヨーガ行者の心において、（相反思考が）根元から切断され、絶対に
何かを生み出すことがなくなったその時、それらによってもたらされた、つま
り禁戒と内制の確立によってもたらされた、完成の証としての超能力を、ヨー
ガ行者は有する。つまり、不殺生などが完成した証が生じる。すなわち、ヨー
ガの完成によって得られる境地が正に決定される。
　あるいは、ヨーガ階梯のそれぞれを讃えるためにも、超能力が付随して生じ
ることが述べられる。なぜかといえば、ひとりひとりが不殺生などを確立した
かどうかの指標は、儀礼などの義務を果たした報い（の違い）によっても、異
なってしまうことが考えられるからである。そして、すべてがそろった時に、
ヨーガが完成するのである。（つまり、すべての証がそろえば、禁戒と内制が
完成したことになる）
　そこで、それらが説明される。
例えば、

〈p.221 l.1〉
　不殺生を確立すると、その者の前では、敵意を捨てる。［Y.S.2-35］
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